
お
も

（
奥
）
（
Ｌ
）

一
本
文
思
ひ
や
ら
れ
て
」
こ
こ
ょ
、
い
づ
く
ぞ
と
と
は
せ
た
ま
へ
ぱ
、
故
左
大
匡

ど
の
（
‐
Ｌ
）

殿
の
女
御
の
お
は
す
る
と
こ
同
回
り
画
辱
す
。
」
ま
こ
と
、
さ
ぞ
か
し
。

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
耆
に
於
け
る
「
雅
子
君
、
冷
泉
院
の
左
大
価
の
女
御
い
で
、
あ
は
れ
を
、
Ⅲ
Ｕ
ほ
ど
」
な
め
る
ぞ
、
い
ま
す
こ
し
透
く
課
一
山
て
、

を
訪
ふ
」
場
面
は
、
ぃ
は
ゅ
る
第
三
段
第
一
枚
、
第
一
段
第
三
枚
・
第
四
酵
を
も
見
、
琴
の
音
を
も
間
か
む
。
ｎ
Ｕ
見
つ
く
」
る
圃
一
と
あ
ら
ば
、

桑
こ
と
ね
き
砿

鐘
潅
の
途
に
一
劃
一
趣
ぎ
」
鱸
く
て
、
な
ど
も
言
ひ
寄
り
、
さ
ら
□
ば
、
し

〔
第
三
段
第
一
枚
〕

つ
き
い
、
そ
今
っ
は
る

月
入
り
が
た
の
あ
け
ぐ
れ
の
空
、
春
秋
の
」
｜
陸
す
み
霧
に
も
錬
ら
ぬ
け
し
の
」
び
て
も
い
で
な
む
と
お
ぼ
し
て
、
固
く
る
ま
よ
り
」
お
り
て
、
あ
ゆ

．
お
ほ

あ

き
な
る
」
に
、
い
と
大
き
な
れ
ど
、
木
だ
画
も
の
ふ
り
、
い
た
」
く
荒
れ
み
入
り
た
ま
へ
ど
、
わ
づ
か
な
る
と
の
」

ち

は
な

わ
か
ぁ
を
〔
第
一
段
第
四
枚
〕

た
る
所
に
、
散
り
に
し
花
の
こ
ず
」
ゑ
ど
も
、
い
と
若
や
か
に
青
み
わ
た
び
と
あ
お
も
ね

な
か
ず
ゑ
こ
だ
か
さ
（
Ｌ
）
か
げ

れ
る
中
」
に
、
松
の
末
よ
り
木
高
く
咲
き
か
か
り
た
」
る
藤
の
、
い
と
な
ゐ
人
は
、
明
け
に
け
る
と
思
ひ
て
寝
に
」
け
る
な
る
ゞ
へ
し
、
人
影
は
せ
ず
。

ふ
ぢ

（
Ｌ
）
あ
ゆ
よ
染
ふ
ぢ

す

は
る

べ
て
な
ら
ず
も
の
ｎ
Ｈ
Ｕ
に
」
お
も
し
ろ
し
。
過
ぎ
に
し
春
の
夢
の
ｎ
Ｕ
」
沖
椚
馳
も
”
き
」
た
る
廊
に
歩
み
寄
り
て
見
た
ま
へ
ば
、
藤
」
は
寝
殿
の

わ
す
‐
胎
陸
に
ト
ー
（
Ｌ
）
難
い
、
あ
か
ぅ
ら
ん
と
の

ひ
も
忘
れ
ぬ
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
庫
酷
Ｌ
」
と
ど
め
さ
せ
て
見
入
る
れ
ば
、
森
が
た
巽
の
隅
の
つ
ま
」
な
る
に
、
す
だ
れ
を
ま
き
上
げ
て
、
高
欄
に
、
宿

わ
ら
は
ょ
は
な
ぶ
あ
な
げ
し

し
ゃ
団
の
こ
同
凹
」

直
姿
を
か
し
げ
な
る
童
寄
り
ゐ
」
て
、
花
を
見
上
げ
た
る
あ
り
。
長
押
の

は
し
ら

か
ら
な
で
し
こ
（
ｊ
ｌ
１
）

〔
第
一
段
第
三
枚
〕
、
Ｊ
／

上
の
」
柱
の
も
と
に
い
た
く
ゐ
か
く
れ
て
、
唐
」
撫
子
の
い
ろ
い
ろ
な
め

舜
饒
罪
（
ゑ
）
．
う
す
い
ろ
も
こ
し

奇
も
一
間
呵
一
ゅ
な
り
。
朝
ま
だ
き
起
き
た
る
」
人
も
あ
な
り
と
、
を
か
し
ぐ
り
。
蘇
芳
を
う
へ
」
に
て
、
あ
ざ
や
か
な
る
薄
色
の
裳
、
腰
っ
」
き
を
か

あ
さ

お

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
耆
考
証

ｌ
「
雅
子
君
、
冷
泉
院
の
左
大
臣
の
女
御
を
訪
ふ
」
場
面
Ｉ

I

脾

鈴

木
弘
道

二

四
ケ



「
月
入
り
が
た
の
」
は
、
月
が
西
に
沈
ま
う
と
す
る
頃
の
、
の
意
で
あ

ら
う
が
、
こ
れ
に
類
似
す
る
文
が
源
氏
物
語
桐
壺
巻
に
次
の
ご
と
く
見
え

づ
（
ぜ
○

（
註
二
）

川
は
入
方
の
空
清
う
澄
み
渡
れ
る
に
、
風
い
と
涼
し
く
吹
き
て
、

（
註
三
）

こ
れ
に
つ
き
、
松
尾
聡
博
士
は
、

。
「
入
方
の
」
を
「
空
」
の
修
飾
語
と
し
て
一
‐
入
方
の
空
」
が
清
く
す
み
わ
た
る

と
解
く
こ
と
も
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
「
月
入
り
方
の

空
」
と
あ
る
の
が
将
通
で
、
「
は
」
は
加
わ
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い

ま
は
「
月
は
入
り
方
の
、
空
清
う
澄
み
渡
れ
る
に
」
と
し
て
「
月
は
入
り
方
で
あ

っ
て
、
空
が
云
直
と
解
く
考
え
を
可
と
し
た
い
。
（
時
枝
誠
記
博
士
は
、
こ

の
「
の
」
を
指
定
の
助
動
詞
〔
活
用
形
は
「
の
」
だ
け
し
か
な
い
助
動
詞
〕
の

連
用
中
止
法
と
解
か
れ
て
、
．
同
じ
く
「
入
り
方
で
あ
っ
て
」
と
訳
さ
れ
る
。
）

（
下
略
）

（
四
○
頁
）

と
述
雫
へ
ら
れ
た
が
、
湛
覚
絵
巻
同
書
で
は
、
源
氏
物
語
の
場
合
の
や
う
に
、

「
月
は
」
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
「
月
入
り
が
た
の
」
は
下
の
一
‐
あ

け
ぐ
れ
の
空
」
を
修
飾
す
る
と
見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
「
あ
け
ぐ
れ
」

は
、
夜
明
け
前
の
ま
だ
少
し
暗
い
頃
を
言
ふ
。
そ
し
て
、
「
月
入
り
が
た

の
あ
け
ぐ
れ
の
空
」
が
「
春
秋
の
祠
一
す
み
霧
に
も
劣
ら
ぬ
け
し
き
」
で
あ

る
と
い
ふ
か
ら
、
こ
の
場
面
の
季
節
は
少
く
と
も
春
や
秋
で
は
な
く
、
し

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書
考
証

わ
ど
ん

し
く
ひ
き
か
け
て
、
和
琴
を
ぞ
ひ
く
。
‐
一

二
第
三
段
第
一
枚

’

か
も
「
散
り
に
し
花
」
、
「
若
や
か
に
青
み
わ
た
れ
る
」
「
咲
き
か
か
り
た

る
藤
」
「
過
ぎ
に
し
春
の
夢
」
な
ど
の
語
句
か
ら
考
へ
て
、
夏
で
あ
る
こ

と
は
誤
り
な
い
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
は
、
夏
の
夜
明
け
前
の

空
の
薄
暗
い
瓜
情
を
、
春
陛
や
秋
彩
の
た
ち
こ
め
る
朧
盈
た
る
情
趣
と
比

較
し
て
、
決
し
て
劣
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
「
け

し
き
な
る
に
」
は
、
お
も
し
ろ
い
け
し
き
で
あ
る
そ
の
上
に
、
の
意
で
、

こ
の
「
に
」
は
添
加
を
示
す
接
続
助
詞
で
あ
ら
う
。
「
木
だ
園
」
は
「
木

立
」
で
、
木
が
群
り
生
え
て
ゐ
る
も
の
を
言
ふ
か
ら
、
こ
の
辺
は
、
木
が

古
色
を
帯
び
、
欝
蒼
と
生
ひ
茂
つ
・
て
、
荒
れ
た
邸
の
有
様
を
描
い
て
ゐ
る

わ
け
で
あ
る
。
「
散
り
に
し
花
の
こ
ず
ゑ
ど
も
」
は
、
桜
の
花
が
既
に
満
開

も
過
ぎ
て
倣
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
後
の
梢
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
松

の
末
」
は
、
松
の
木
の
梢
、
「
木
高
く
」
は
、
梢
が
高
い
こ
と
、
「
な
く

て
な
ら
ず
」
は
、
一
通
り
で
な
い
こ
と
、
を
言
ふ
。
「
も
の
ｎ
Ｉ
ｕ
に
お

も
し
ろ
し
」
の
空
白
の
部
分
は
、
藤
田
徳
太
郎
・
増
淵
恒
吉
両
氏
共
締

（
註
四
）

「
校
註
夜
半
の
湛
覚
」
所
収
の
「
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
耆
」
・
に
「
よ
り
殊
」

を
宛
て
て
ｎ
Ｕ
で
囲
む
（
三
三
八
頁
）
が
、
そ
れ
に
従
ふ
な
ら
ば
、
他
と

比
較
し
て
特
別
に
趣
深
い
、
の
意
と
な
り
、
藤
の
花
の
立
派
で
す
ぐ
れ
た

様
子
を
述
べ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
膝
が
松
に
懸

っ
て
ゐ
る
美
し
さ
は
特
に
平
安
時
代
貴
族
の
常
に
愛
好
し
た
も
の
で
、
枕

（
註
五
）

冊
子
に
も
、

め
で
た
き
も
の
（
中
略
）
色
あ
ひ
深
く
、
花
ぶ
さ
長
く
咲
き
た
る
藤
の
花
の
松

に
か
か
り
た
る

（
一
六
○
・
一
六
一
頁
）

二
五

缶

●
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る
。
ち
な
み
に
、
松
尾
聡
博
士
の
「
菅
原
孝
標
女
ｌ
そ
の
作
品
「
夜
半

（
註
六
）
（
註
七
）

の
寝
覚
』
の
形
態
に
つ
い
て
ｌ
」
に
引
用
さ
れ
た
「
寝
覚
絵
巻
詞
」
や

（
註
八
）

橋
本
佳
氏
編
「
校
本
夜
半
の
寝
覚
」
所
収
の
「
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
」
に
も

「
す
き
に
し
は
る
の
夢
の
、
Ｕ
ひ
」
と
あ
る
。
け
れ
ど
も
複
製
本
に
よ
る

と
、
｜
」
の
空
白
の
箇
所
の
字
形
は
き
は
め
て
不
明
瞭
で
、
あ
る
ひ
は
「
お

お
も

も
」
が
「
ら
れ
」
を
宛
て
て
、
「
夢
の
、
Ｕ
ひ
」
を
「
夢
の
思
ひ
」
と
か

う
れ

「
夢
の
憂
ひ
」
な
ど
と
解
し
て
は
ど
う
か
と
も
思
ふ
が
、
や
は
り
明
ら
か

で
は
な
い
。
し
か
し
、
雅
子
君
が
わ
ざ
わ
ざ
「
画
Ⅳ
牒
化
｜
と
ど
め
さ
せ
て
見

入
る
」
気
持
に
な
っ
た
の
は
、
つ
い
過
去
の
憂
き
出
来
事
も
忘
れ
て
し
ま

ふ
ほ
ど
に
、
こ
の
荒
廃
し
た
邸
の
情
趣
に
心
が
惹
か
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
忘
れ
ぬ
ば
か
り
」
の
「
ぬ
」
は
打
消
の
意
で
な
く
て
完
了
の
意
で
あ
り
、

そ
の
終
止
形
「
ぬ
」
の
下
に
「
ば
か
り
」
が
続
い
て
ゐ
る
形
と
見
て
、
こ

の
「
ば
か
り
」
を
、
程
度
を
表
は
す
副
助
詞
と
解
し
て
お
き
た
い
。
あ
た

か
鼠
、
「
見
入
る
れ
ぱ
」
の
主
語
は
雅
子
君
で
あ
る
か
ら
、
雅
子
君
は
、

過
去
に
於
て
何
か
忌
は
し
い
事
件
に
遭
遇
し
た
ら
し
い
こ
と
が
推
定
さ
れ

づ
へ
》
。‐

と
こ
ろ
で
、
雅
子
君
に
纒
は
る
忌
は
し
い
事
件
と
い
へ
ば
、
や
は
り
一

つ
は
女
三
宮
と
の
恋
愛
に
よ
る
勘
当
事
件
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ

て
、
二
人
の
恋
愛
は
全
く
春
の
夢
の
ご
と
き
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と

言
へ
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
「
春
の
夢
‐
｜
は
、
第
一
段
第
一
枚
に
「
に
は

と
あ
る
。
「
過
ぎ
に
し
春
の
夢
の
、
Ｕ
ひ
」
は
、
「
校
註
本
詞
害
」
に
「
過

ぎ
に
し
春
の
”
脚
脚
同
一
ひ
」
（
三
三
八
頁
）
と
あ
る
が
、
字
形
か
ら
推
定
す

る
と
、
「
花
の
匂
」
の
部
分
は
「
夢
の
［
Ⅱ
Ｕ
」
と
読
む
方
が
よ
さ
さ
う
で
あ

し

一

か
に
ひ
き
放
ち
、
ゆ
め
な
ど
を
見
さ
し
た
る
や
う
な
る
あ
は
れ
を
」
と
あ

る
の
と
関
聯
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
過
ぎ
に
し
春
」
と
い
ふ
の
は
、

こ
の
場
面
が
初
夏
の
頃
で
あ
る
か
ら
使
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
夢
の
」

の
「
の
」
は
、
「
の
ご
と
き
」
の
意
で
あ
っ
て
、
春
の
夢
は
短
か
く
は
か

な
い
か
ら
、
雅
子
君
と
女
三
宮
と
の
は
か
な
い
恋
愛
を
指
し
た
も
の
と
老

（
註
九
）

へ
ら
れ
る
。
松
尾
博
士
は
、
第
三
段
第
一
枚
と
第
一
段
第
三
枚
・
第
四
枚

の
場
面
を
「
ま
さ
こ
冷
泉
院
の
左
大
臣
の
女
御
を
訪
ふ
」
と
題
さ
れ
（
二

七
頁
）
、藤

の
花
の
咲
く
頃
、
ま
さ
こ
が
、
暁
忍
び
ま
か
る
所
（
恐
ら
く
女
三
宮
の
所

で
あ
ら
う
）
か
ら
の
か
へ
り
途
に
、
冷
泉
院
の
右
の
大
い
ど
の
聖
女
御
の
家

に
立
ち
寄
っ
た
所
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
女
三
宮
に
通
ひ
初
め
て
間
も
な
い
頃

《
銅
疏
痘
奔
沈
誇
諏
霞
捗
壁
秘
で
、
蛍
だ
宮
と
の
関
係
が
冷
泉
院
に
知
ら
れ
ぬ
以
前

（
註
一
○
）

の
事
、
即
〔
資
料
八
〕
の
事
実
以
前
の
事
で
あ
ら
う
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
の
前
半
の
説
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、

後
半
の
説
に
「
過
ぎ
に
し
春
の
夢
」
を
引
用
さ
れ
て
、
勘
当
事
件
以
前
の

こ
と
と
推
定
さ
れ
た
の
は
や
や
首
肯
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、

雅
子
君
と
女
三
宮
と
の
恋
愛
が
、
雅
子
君
の
蒙
っ
た
勘
当
に
よ
っ
て
無
惨

に
も
破
れ
去
り
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
く
短
か
く
は
か

な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
過
ぎ
に
し
春
の
夢
」
と
表
現
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
場
面
は
、
む

し
ろ
、
二
人
の
恋
愛
が
冷
泉
院
に
知
ら
れ
、
雅
子
君
が
勘
当
さ
れ
て
以
後

の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
「
過
ぎ
に
し
春
の
夢
」
と
あ

る
こ
と
が
、
雅
子
君
の
「
女
三
宮
に
通
ひ
初
め
て
間
も
な
い
頃
」
を
解
く

巴
一
一
、

’
一
一
〆

Ｔ
ｑ
』



雛
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
見
入
る
れ
ば
」
の
「
見
入
る
」
は
、
邸
外
か
ら
邸
内
を
眺
め
る
意
で

あ
り
、
｜
‐
し
や
一
例
一
の
こ
－
円
い
い
一
」
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
「
箏
の
琴
の
」

の
文
字
が
宛
て
ら
れ
る
。
「
岩
波
詞
耆
」
は
、
こ
の
箇
所
を
「
し
や
一
訓
刈
引
一

の
こ
戸
渕
剴
山
」
（
二
八
頁
）
と
し
、
「
こ
」
の
次
の
二
字
に
つ
き
、
「
こ
の

二
字
仮
名
に
て
東
乃
と
あ
り
し
様
に
見
ゆ
」
と
い
ふ
割
註
が
あ
る
が
、
さ

す
が
に
松
尾
博
士
ら
し
い
慎
重
さ
が
見
ら
れ
て
敬
服
さ
れ
る
。
「
箏
の
琴
」

は
、
十
三
弦
の
琴
で
あ
る
。

次
に
、
第
三
段
第
一
枚
の
詞
書
を
通
釈
し
て
お
か
う
。

月
が
西
に
沈
ま
う
と
す
る
頃
の
、
夜
明
け
前
の
ま
だ
少
し
薄
暗
い
空
は
、
春
の

霞
や
秋
の
霧
〔
ノ
タ
チ
コ
メ
ル
朧
々
ダ
ル
情
趣
卜
比
校
シ
テ
、
ソ
レ
〕
に
も
劣

ら
な
い
〔
趣
ノ
ァ
ル
〕
様
子
で
あ
る
そ
の
上
に
、
た
い
へ
ん
大
き
い
け
れ
ど
も
、

〔
群
リ
生
エ
テ
ヰ
と
木
左
は
何
と
な
く
古
色
を
帯
び
、
ひ
ど
く
荒
廃
し
て
ゐ

る
所
に
、
桜
の
花
の
散
っ
て
し
ま
っ
た
〔
ソ
ノ
後
ノ
〕
梢
は
、
た
い
へ
ん
若
を

し
く
一
面
に
ず
う
っ
と
青
く
な
っ
て
ゐ
る
中
に
、
松
の
木
の
高
い
梢
か
ら
咲
き

懸
っ
て
ゐ
る
藤
が
、
ま
こ
と
に
一
通
り
で
な
く
他
の
も
の
よ
り
も
特
別
に
趣
深

い
。
〔
春
Ｃ
も
う
既
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
〔
今
、
初
夏
ヲ
迎
ヘ
テ
〕
ゐ
る
〔
ガ
、

ソ
ノ
〕
存
の
夢
の
や
う
な
〔
雅
子
汀
・
女
三
宮
ノ
恋
愛
ノ
〕
は
か
な
い
こ
と
も

〔
雅
子
刑
〈
、
邸
ノ
情
趣
二
心
葱
カ
レ
テ
、
シ
イ
〕
忘
れ
て
し
ま
ふ
ほ
ど
に
な

る
の
で
、
〔
オ
供
一
口
車
を
押
し
止
め
さ
せ
て
邸
外
か
ら
中
を
眺
め
入
る
と
、

箏
の
琴
の

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
害
考
証

I

0

三
第
一
段
第
三
枚

「
音
も
一
間
四
ゅ
な
り
」
の
「
な
り
」
は
、
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
で
、

下
の
「
あ
な
り
」
の
「
な
り
」
も
同
様
で
あ
る
。
「
朝
ま
だ
き
」
は
、
ま

だ
朝
に
な
ら
な
い
早
い
頃
を
言
ふ
副
詞
で
、
こ
れ
以
下
「
あ
な
り
」
ま
で

は
、
雅
子
君
の
推
定
す
る
内
容
を
示
す
。
「
こ
こ
よ
、
い
づ
く
ぞ
」
は
、

「
岩
波
詞
吉
」
や
「
校
本
訶
書
一
に
も
「
こ
生
よ
い
つ
く
そ
」
と
記
さ
れ

い
づ
く

て
ゐ
る
が
、
。
「
校
註
本
詞
書
」
に
は
、
「
此
所
は
何
処
ぞ
」
（
三
三
六
頁
）

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
複
製
本
は
「
こ
こ
よ
」
の
「
よ
」
の
部
分
が
不
明

瞭
で
、
「
校
註
本
詞
耆
」
の
や
う
に
「
は
」
と
も
読
め
さ
う
な
字
形
と
な

っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
例
へ
ぱ
第
一
段
第
三
枚
の
「
｜
｜
御
川
一
る
ま
よ
り
」
、

よ

第
二
段
第
一
枚
の
「
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
」
「
よ
ろ
づ
」
、
な
ど
の
「
よ
」
の

文
字
と
比
較
す
る
と
、
「
こ
こ
よ
」
の
「
よ
」
の
文
字
は
や
は
り
「
は
」

で
は
な
く
て
「
よ
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、

た
だ
、
さ
う
す
る
と
、
何
か
文
章
が
や
や
落
着
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
雅

子
君
が
「
自
分
の
興
味
深
く
思
ふ
の
ば
か
う
い
ふ
所
な
ん
だ
よ
・
一
体
、

こ
こ
は
ど
こ
な
ん
だ
。
」
と
、
お
供
の
者
に
質
問
し
た
と
解
さ
れ
な
い
で

も
な
く
、
一
応
、
原
本
の
ま
ま
に
し
て
お
く
が
、
「
こ
こ
は
」
と
あ
る
べ

き
も
の
か
「
こ
こ
よ
」
に
誤
写
さ
れ
た
と
推
定
し
得
る
可
能
性
も
十
分
に

認
め
ら
れ
る
心
な
ぜ
な
ら
ば
、
複
製
本
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
「
は
」
の
文
字

は
「
者
」
「
波
」
「
八
」
「
盤
」
「
半
」
の
草
体
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、

「
半
」
の
草
体
の
「
は
」
は
「
余
」
の
草
体
の
「
よ
」
に
誤
写
さ
れ
や
す

く
、
こ
の
こ
と
は
、
池
田
電
鑑
博
士
著
「
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る

二
七



研
究
」
（
第
二
部
国
文
学
に
於
け
る
文
献
批
判
の
方
法
論
）
に
も
、
単
字
の

無
意
識
的
転
化
の
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
を
り
（
四
一
四
頁
）
、
ま
た
、
「
者
」

や
一
‐
波
」
の
草
体
の
「
は
」
も
、
も
と
の
書
き
方
に
よ
っ
て
は
誤
写
さ
れ

る
恐
れ
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
は
、
松
尾
博
士
の
前
掲
岩
波
講
座
（
二
九
頁
）

や
、
「
校
註
本
詞
耆
」
（
三
三
六
頁
）
の
頭
註
に
は
、
梅
壺
女
御
と
解
説
さ

（
註
一
こ

れ
へ
小
松
氏
は
宣
耀
殿
女
御
か
梅
壺
女
御
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る

（
七
三
頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
の
場
面
と
関
係
の
あ
る
の
は
、
拾
遺
百
番

（
註
一
二
）

歌
合
六
番
右
に
見
え
る
次
の
歌
で
あ
る
。

暁
、
し
の
び
ま
か
る
（
三
字
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
た
る
）
所
よ
り
か
へ
る
と
て
、
冷

泉
院
の
左
の
お
と
ど
の
女
御
の
御
も
と
に
ま
う
で
給
へ
る
に
、
朝
ま
だ
き

ゆ
き
上
の
道
の
た
よ
り
に
も
す
ぎ
ぬ
山
（
一
字
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
心
）
は
う
れ
し

か
り
け
り
と
侍
り
け
（
二
字
Ｂ
Ｃ
ナ
シ
）
れ
ば
、

‐
左
（
一
字
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
右
）
大
将
ま
さ
こ
き
み

王
鉾
の
道
行
き
ず
り
の
た
よ
り
に
も
と
ふ
ゞ
へ
き
梢
は
さ
し
て
こ
そ
く
れ

こ
の
歌
の
詞
耆
に
よ
る
と
、
「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
は
「
冷
泉
院
の
左

の
お
と
ど
の
女
御
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
「
女
御
」
と
呼
ぶ
以
上
、

「
冷
泉
院
に
対
す
る
女
御
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
、
冷

（
註
一
三
）

泉
院
は
流
布
本
寝
覚
巻
五
ま
で
に
現
れ
る
帝
の
こ
と
て
あ
っ
て
、
こ
の
帝

に
対
す
る
後
宮
と
し
て
は
、
流
布
本
中
に
中
宮
・
承
香
殿
女
御
・
宣
耀
殿

女
御
・
梅
壺
女
御
・
登
花
殿
尚
侍
が
登
場
し
て
ゐ
る
か
ら
、
絵
巻
詞
害
の

「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
と
は
、
承
香
殿
女
御
・
宣
耀
殿
女
御
・
梅
壺
女

御
の
中
の
一
人
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
故
左
大
臣
殿
の
」
と

日
■
Ｐ
Ｌ
Ｐ

い
ふ
連
体
修
飾
語
は
、
例
へ
ば
、
源
氏
物
語
桐
壺
巻
で
、
右
大
臣
を
父
と

す
る
弘
徽
殿
女
御
の
こ
と
を
「
右
大
臣
の
女
御
」
と
呼
称
し
て
ゐ
る
（
目

一
五
二
頁
）
こ
と
を
考
へ
て
、
こ
れ
を
「
故
左
大
臣
殿
を
父
と
す
る
女
御
」

の
意
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
要
す
る
に
、
こ
の
女
御
は
右
の
三
女

御
の
中
、
そ
の
父
が
左
大
臣
の
官
職
に
あ
っ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
第
一
の
承
香
殿
女
御
は
、
寝
覚
巻
一
に
、

御
兄
弟
の
式
部
卿
宮
の
御
女
、
承
香
殿
女
御
と
聞
え
て
、
（
六
頁
）

と
あ
る
か
ら
、
「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
に
は
該
当
し
な
い
が
、
第
二
の

宣
耀
殿
女
御
は
、
寝
覚
巻
三
に
、

承
香
霊
ご
殿
は
里
に
出
給
ひ
に
し
か
ぱ
、
后
塞
）
大
殿
の
女
御
、
宣
耀
殿
と

間
ゆ
る
ぞ
侍
ひ
給
へ
ど
念
）
、
（
一
九
九
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
、
第
三
の
梅
壺
女
御
は
、
寝
覚
巻
四
に
、

右
の
大
殿
の
女
御
、
梅
壷
と
申
御
腹
に
、
女
一
の
宮
、
女
二
宮
所
お
は
し
ま

す
。
（
二
三
六
頁
）

と
あ
る
か
ら
、
寝
覚
巻
五
ま
で
を
範
囲
と
す
れ
ば
、
第
二
の
宣
耀
殿
女
御

の
父
だ
け
が
左
大
臣
で
あ
り
、
こ
の
父
が
そ
の
後
莞
じ
た
と
推
定
す
る
と
、

「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
に
は
こ
の
宣
耀
殿
女
御
が
該
当
す
る
こ
と
に
な

る
。
け
れ
ど
も
、
梅
壺
女
御
の
父
右
大
臣
は
、
巻
四
以
後
も
官
位
が
昇
ら

ず
、
遂
に
こ
の
ま
ま
で
世
を
去
っ
た
と
は
必
ず
し
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
巻
五
に
は
春
の
司
召
の
あ
っ
た
こ
と
が
述
・
へ
ら
れ
（
三
四
○

頁
）
、
そ
の
時
に
男
主
人
公
の
内
大
臣
は
右
大
臣
に
昇
進
し
て
ゐ
る
し
、

ま
た
、
そ
の
後
も
末
尾
の
閾
巻
中
で
司
召
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ず
、
こ
の

梅
壺
女
御
の
父
右
大
臣
も
左
大
臣
に
昇
進
す
る
機
会
が
全
く
な
か
っ
た
と

二

八

Ｆ
曲



は
断
言
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
う
考
へ
て
み
る
と
、
梅
壺
女
御
も

「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
に
当
て
は
め
得
る
資
格
が
あ
り
さ
う
で
、
先
に

述
、
へ
た
小
松
氏
の
御
推
定
は
最
も
妥
当
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
な
ほ
、
松

（
註
一
四
）

尾
博
士
が
こ
の
女
御
に
》
つ
き
、

恐
ら
く
現
存
本
巻
四
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
「
女
一
宮
女
二
宮
の
御
冊
で
あ
る
冷

泉
院
の
右
の
お
ほ
い
ど
の
山
女
御
（
梅
壺
女
御
）
」
で
あ
ら
う
。
現
存
本
の
右
の

お
ほ
い
ど
の
は
左
の
大
い
殿
の
誤
写
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
（
二
九
頁
）

と
述
べ
ら
れ
た
誤
写
説
は
、
別
に
確
証
も
な
い
し
、
ま
た
、
右
大
臣
よ
。
り

左
大
臣
へ
の
官
位
昇
進
の
あ
り
得
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
俄
に
従
ひ
難

い
の
で
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
風
葉
集
恋
二
の
九
一
五
番
に
、
雅
子
君
と
か
り
そ
め
の

恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
い
「
春
宮
の
宣
耀
殿
女
御
」
な
る
女
性
に
対
し

（
註
一
五
）

て
遇
は
し
た
、
雅
子
君
の
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
女
御
は
別
に
冷
泉
院
の
女

御
で
な
い
か
ら
、
「
故
左
大
臣
殿
の
女
御
」
と
は
別
人
と
見
る
よ
り
仕
方

が
な
い
。

「
と
こ
一
同
四
り
四
」
の
箇
所
は
、
「
岩
波
詞
書
」
に
「
と
こ
ろ
回
り
固
」

（
二
八
頁
）
と
あ
る
が
、
「
校
本
詞
害
」
で
は
「
と
こ
ｎ
Ｕ
り
□
」
（
三
六

○
頁
）
と
し
て
不
明
箇
所
の
み
空
白
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。
「
申
す
」
は
、

文
字
通
り
「
ま
う
す
」
の
意
で
、
お
供
の
者
の
雅
子
君
に
対
す
る
謙
譲
の

気
持
が
見
ら
れ
る
。
「
校
註
本
詞
害
」
は
、
上
の
「
と
申
す
」
を
含
め
、

以
下
「
回
と
あ
ら
ば
」
ま
で
を
地
の
文
と
す
る
が
、
文
の
内
容
か
ら
考
へ

て
、
「
ま
こ
と
さ
ぞ
か
し
」
以
下
「
し
の
び
て
も
い
で
な
む
」
ま
で
を
、

雅
子
君
の
心
中
を
述
ゞ
へ
た
も
の
と
解
い
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
の
「
ま

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
害
考
一
証

可

こ
と
」
は
感
動
詞
で
、
雅
子
君
が
お
供
の
者
の
返
答
を
聞
い
て
、
し
ば
ら

く
忘
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
「
さ
う
さ
う
」
と
思
ひ
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

し
た
が
っ
て
、
雅
子
君
は
か
っ
て
左
大
臣
の
女
御
と
何
等
か
の
交
渉
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
も
長
ら
く
途
絶
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
下
の
文
に
「
花
を
も
見
、
琴
の
音
を
も
聞
か
む
」
と
い
ふ
目
的

が
記
さ
れ
、
ま
た
、
邸
の
人
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
邸

の
外
へ
こ
っ
そ
り
と
出
よ
う
と
す
る
、
雅
子
君
の
計
画
が
見
え
る
こ
と
を

考
へ
る
と
、
特
に
雅
子
君
と
こ
の
女
御
と
が
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は

（
註
一
六
）

な
さ
さ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
松
氏
は
、
「
ま
さ
こ
は
宮
中
で
育

っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
源
氏
が
同
様
な
事
情
で
桐
壺
帝
后
妃
と
親
し
く
、

麗
景
殿
女
御
を
お
と
ず
れ
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
冷
泉
帝
后
妃
と

親
交
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
七
三
頁
）
と
述
寒
へ
ら
れ
た
。
感
動
詞
「
い

で
」
は
、
「
い
ま
す
こ
し
」
以
下
「
聞
か
む
」
の
文
に
か
け
て
解
く
、
へ
き

で
あ
ら
う
。
「
あ
は
れ
を
、
Ⅱ
Ｕ
」
の
空
白
の
箇
所
は
約
三
宇
分
で
、
「
校

註
本
詞
書
」
に
「
哀
れ
垂
州
Ⅲ
Ｍ
固
」
（
一
二
天
頁
）
と
あ
り
、
「
岩
波
詞
害
」

に
は
「
あ
は
れ
を
固
ｎ
Ｕ
」
（
二
八
頁
）
と
あ
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
・

今
、
仮
り
に
「
情
趣
深
い
」
と
で
も
訳
し
て
お
く
。
「
近
く
閏
圃
仙
一
て
」
は
、

「
校
註
本
詞
耆
」
に
「
近
く
一
筒
㈹
’
て
」
（
一
二
天
頁
）
と
あ
る
が
、
「
近
く
」

の
次
の
文
字
が
「
よ
」
で
あ
る
こ
と
は
推
定
し
や
す
い
。
「
花
」
は
、
第

三
段
第
一
枚
に
「
散
り
に
し
花
の
こ
ず
ゑ
ど
も
」
と
あ
っ
た
の
で
、
雅
子

君
が
「
い
と
な
、
へ
て
な
ら
ず
も
の
［
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
に
お
も
し
ろ
し
」
と
感
じ
た
、

藤
の
花
に
相
違
な
い
。
東
た
、
「
琴
」
は
同
じ
く
第
三
段
第
一
枚
に
あ
っ

た
「
し
や
固
の
三
回
」
、
す
な
は
ち
「
箏
の
琴
」
を
受
け
る
も
の
て
あ
ら

二
九

竜



う
。
も
っ
と
も
、
第
一
段
第
四
枚
の
次
に
続
い
て
ゐ
る
絵
第
二
に
は
、
箏

の
琴
の
ほ
か
に
和
琴
を
弾
く
人
物
も
描
か
れ
、
第
一
段
第
四
枚
に
－
１
和
琴

を
ぞ
ひ
く
」
と
あ
る
の
と
一
致
し
て
ゐ
る
が
、
雅
子
君
の
現
段
階
に
於
て

耳
に
し
た
の
は
「
箏
の
琴
」
で
あ
っ
て
、
「
和
琴
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
「
ｎ
Ｕ
見
つ
く
る
回
と
あ
ら
ば
」
の
最
初
の
空
白
箇
所
は
、
「
校
注

本
詞
書
」
で
「
悶
凹
」
（
三
天
頁
）
と
推
定
す
る
通
り
で
あ
ら
う
と
恩
ふ

が
、
今
は
慎
重
を
期
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

「
往
来
の
道
に
匝
過
ぎ
難
く
て
」
の
「
固
」
の
箇
所
は
、
「
岩
波
詞
書
」

や
「
校
本
詞
害
」
に
も
推
定
文
字
が
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
前
掲
の
拾
遺

百
番
歌
合
六
番
右
の
歌
の
詞
書
に
「
ゆ
き
典
の
道
の
た
よ
り
に
も
す
ぎ
ぬ

山
（
一
宇
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
心
）
は
」
（
圏
点
筆
者
）
と
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
と
、
や

は
り
「
校
註
本
詞
圭
宣
に
「
行
き
来
の
道
旧
悶
逼
ぎ
鯉
く
て
」
（
三
一
六

》
ご

頁
）
と
あ
る
や
う
に
、
「
も
」
と
推
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
し
、
「
道
に
厩
一
」
の
「
に
」
は
、
複
製
本
で
も
か
な
り
明
白
で
あ
る

か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
箇
所
を
も
□
に
包
む
必
要
は
な
い
と
思
ふ
。

「
往
来
の
道
」
と
は
、
道
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
途
中
の
意
で
あ
る

か
ら
、
「
往
来
の
道
に
訂
邇
ぎ
難
く
て
」
と
は
、
雅
子
君
が
故
左
大
臣
の

女
御
の
邸
の
前
の
道
を
往
来
す
る
、
そ
の
途
中
で
も
、
そ
の
ま
ま
通
り
過

ぎ
に
く
い
の
で
、
つ
い
訪
問
し
た
の
だ
と
い
ふ
、
雅
子
君
の
女
御
訪
問
に

対
す
る
経
緯
の
説
明
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
雅
子
君
が
、
そ
の
後
邸

の
人
に
見
つ
け
ら
れ
て
、
こ
の
説
明
を
実
際
に
女
御
に
対
し
て
行
な
っ
た

こ
と
は
、
拾
遺
百
番
歌
合
六
番
右
の
歌
の
詞
耆
に
見
え
る
「
朝
ま
だ
き
」

の
歌
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
一
‐
朝
ま
だ
き
」
の
歌
は
、

I

三
○

女
御
が
雅
子
君
に
対
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
「
ま
だ
朝
に
な
ら
な
い
早
い

頃
、
あ
な
た
（
雅
子
君
）
が
私
の
邸
の
前
の
道
を
往
来
す
る
つ
い
で
に
於

て
さ
へ
も
、
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
る
こ
と
の
な
い
心
は
鯆
し
い
こ
と
だ

よ
・
」
と
の
意
で
あ
り
、
女
御
は
、
雅
子
君
の
「
往
来
の
道
に
固
過
ぎ
難
」

い
気
持
を
嬉
し
く
思
っ
て
詠
歌
し
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
、
女
御

が
雅
子
君
の
心
を
「
ゆ
き
ｋ
の
道
の
た
よ
り
に
も
す
ぎ
ぬ
山
（
一
字
Ａ
Ｂ
Ｃ

（
註
一
七
）

Ｄ
心
）
」
と
表
現
し
た
の
は
、
雅
子
君
が
実
際
に
「
往
来
の
道
に
固
過
ぎ

難
く
て
」
と
語
っ
た
か
ら
に
連
ひ
な
い
。

「
言
ひ
寄
り
」
は
、
こ
こ
で
は
、
物
を
言
っ
て
や
る
．
申
し
入
れ
る
、

な
ど
の
意
で
あ
る
。
「
さ
ら
□
ば
」
の
空
白
箇
所
は
、
「
岩
波
詞
害
」
や

「
校
本
詞
害
」
に
も
、
空
白
の
ま
ま
に
す
る
が
、
「
校
註
本
詞
聿
三
に
は
、

「
さ
ら
一
洲
一
ば
」
（
三
一
天
頁
）
の
ご
と
く
「
ず
」
を
推
定
し
て
ゐ
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
り
に
「
校
註
本
詞
害
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
さ
ら
一
制
一
ぱ
」
は

「
見
つ
く
る
函
と
あ
ら
ず
ぱ
」
の
意
と
解
し
て
は
い
か
が
で
あ
ら
う
か
。

つ
ま
り
、
雅
子
君
を
見
つ
け
る
人
が
ゐ
な
い
場
合
に
は
、
「
花
を
も
見
、

琴
の
音
を
も
聞
か
む
」
と
い
ふ
志
を
遂
げ
て
、
そ
の
ま
ま
「
し
の
び
て
も

い
で
な
む
」
、
す
な
は
ち
、
こ
っ
そ
り
と
こ
の
邸
か
ら
外
に
出
て
し
ま
は

う
と
す
る
、
雅
子
君
の
計
画
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
岡
川
｜
る
ま
」
は
、
「
校

註
本
詞
書
」
に
「
圃
軍
」
（
三
三
六
頁
）
と
あ
る
が
、
複
製
本
を
見
る
と
、

「
阿
山
」
の
箇
所
だ
け
が
不
明
瞭
で
、
「
る
ま
」
の
箇
所
は
判
読
し
得
る

や
う
で
あ
る
。
第
一
段
第
三
校
の
最
後
「
と
の
」
は
も
ち
ろ
ん
第
一
段
第

四
枚
の
冒
頭
に
続
い
て
、
「
と
の
ゐ
人
」
す
な
は
ち
「
宿
世
人
」
と
い
ふ

単
語
を
形
成
し
て
ゐ
る
。



少
し
近
く
立
寄
っ
て
、
藤
の
花
を
も
見
、
箏
の
琴
の
音
を
も
間
か
う
。
も
し

〔
自
分
ヲ
〕
見
つ
け
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
『
〔
女
御
ノ
邸
ノ
前
ノ
道
ヲ
〕
往
来

す
る
そ
の
途
中
で
さ
へ
も
、
〔
ソ
ノ
マ
ご
通
り
過
ぎ
に
く
い
の
で
、
〔
シ
イ

訪
問
シ
タ
ノ
ダ
・
〕
』
な
ど
と
も
言
っ
て
や
り
、
も
し
そ
の
や
う
な
人
が
ゐ
な
い

な
ら
ば
、
〔
藤
ノ
花
ヲ
見
、
琴
ノ
音
ヲ
間
イ
テ
カ
ラ
、
〕
こ
っ
そ
り
と
も
〔
コ
ノ

邸
カ
ラ
〕
外
に
出
て
し
ま
は
う
・
」
と
お
思
ひ
に
な
っ
て
、
御
車
か
ら
下
り
て
、

〔
邸
内
二
〕
歩
い
て
お
は
入
り
に
な
る
け
れ
ど
も
、
わ
づ
か
の
宿
直
の
者
達
は
、

四
第
一
段
第
四
枚

「
中
門
に
つ
づ
き
た
る
廊
」
と
は
、
「
中
門
の
廊
」
と
同
義
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
寝
殿
造
に
於
て
、
東
西
の
対
屋
か
ら
泉
殿
・
釣
殿
に
行
く
廊
下

を
称
す
る
。
「
寝
殿
」
と
は
、
正
殿
の
意
で
、
主
人
の
居
間
あ
る
ひ
は
客

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
耆
考
証

な
ほ
、
以
上
の
第
一
段
第
三
枚
の
場
面
は
、
次
の
第
四
枚
の
場
面
の
一
部

や
第
三
段
第
一
枚
の
場
面
と
合
は
せ
て
、
源
氏
物
語
蓬
生
巻
の
影
響
を
蒙

っ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
ふ
し
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

第
一
段
第
三
枚
の
詞
害
の
通
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

音
も
ど
う
や
ら
聞
え
る
や
う
だ
。
ま
だ
朝
に
な
ら
な
い
早
い
頃
、
も
う
起
き
て

ゐ
る
人
も
あ
る
や
う
だ
と
、
興
味
深
く
自
然
と
思
ひ
や
ら
れ
て
、
〔
雅
子
君
Ｃ
，

「
〔
私
ノ
興
味
深
ク
恩
フ
ノ
〈
〕
か
う
い
ふ
所
な
ん
だ
よ
、
ロ
体
、
コ
コ
Ｃ

ど
こ
な
ん
だ
。
」
と
〔
オ
供
ノ
者
一
一
〕
お
尋
ね
に
な
る
と
、
〔
オ
供
ノ
者
Ｃ

「
〔
コ
ノ
邸
Ｏ
亡
く
な
ら
れ
た
左
大
臣
殿
の
娘
で
冷
泉
院
の
女
御
で
い
ら
っ
し

や
る
お
方
の
お
い
で
に
な
る
所
で
あ
る
。
」
と
申
し
上
げ
る
。
〔
雅
子
君
Ｃ
「
さ

う
さ
う
、
さ
う
で
あ
る
よ
．
。
さ
あ
、
情
趣
深
い
時
で
あ
る
や
う
だ
か
ら
、
も
う

問
と
し
て
使
用
さ
れ
、
南
面
し
て
造
ら
れ
た
。
「
寝
殿
の
東
巽
の
隅
の
つ

ま
な
る
‐
一
は
、
第
三
段
第
一
枚
に
あ
っ
た
、
「
松
の
末
よ
り
木
高
く
咲
き

か
か
り
た
る
藤
」
の
位
置
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
複
製
本
に
よ
れ
ば
、

第
一
段
第
四
枚
の
次
に
幅
約
四
。
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
細
い
絵
の
断
片

（
絵
第
二
の
一
部
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
絵
に
引
続
い
て
、
別
紙
に
描

か
れ
て
ゐ
る
第
一
段
第
四
枚
の
場
面
と
お
ぽ
し
き
絵
第
二
の
右
端
に
、
松

の
木
ら
し
い
も
の
が
見
え
て
、
い
か
に
も
「
寝
殿
の
東
巽
の
隅
の
つ
ま
」

を
暗
示
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
か
ら
、
藤
の
位
置
は
、
お
そ
ら
く
寝
殿
の

東
側
、
東
南
の
隅
の
軒
端
に
あ
る
と
見
て
よ
か
ら
う
。
「
つ
ま
な
る
」
の

「
な
る
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
存
在
の
意
を
表
は

す
。
細
い
絵
の
断
片
に
は
、
寶
子
の
近
く
に
立
寄
っ
て
内
部
を
窺
っ
て
ゐ

る
烏
帽
子
姿
の
貴
公
子
が
描
か
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
、
元
来
も
つ
と
幅

の
広
い
絵
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
車
か
ら
下
り
て
、
「
中
門
に
つ

づ
き
た
る
廊
に
歩
み
寄
り
て
見
た
ま
」
ふ
雅
子
君
の
姿
を
描
い
た
も
の
と

と
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
は
同
一
場
面
の
絵
が
二
枚

続
く
の
で
、
あ
る
ひ
は
別
の
場
面
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
「
高
欄
」
は
、
い

は
ゅ
る
欄
干
で
、
「
勾
欄
」
と
も
書
く
。
宮
殿
な
ど
の
周
囲
や
橋
・
廊
下

な
ど
の
両
側
に
つ
け
る
も
の
。
「
高
柵
に
」
が
、
下
の
「
寄
り
ゐ
て
」
に

か
か
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
「
術
直
姿
を
か
し
げ
な
る
童
」
と
は
、

宿
肛
装
束
の
姿
の
か
は
い
い
童
女
で
あ
ら
う
。
こ
の
童
女
の
、
高
欄
に
寄

り
か
か
っ
て
坐
っ
て
ゐ
る
姿
も
、
絵
第
二
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
「
花
」
は

や
は
り
藤
の
花
で
あ
る
。
「
長
押
」
は
、
こ
こ
で
は
、
下
長
押
の
こ
と
で
、

母
屋
と
廟
と
の
境
と
し
て
、
横
に
渡
し
た
材
木
を
い
ふ
。
「
柱
の
も
と
に



い
た
く
ゐ
か
く
れ
て
」
と
は
、
柱
の
陰
に
深
く
姿
を
隠
し
て
坐
っ
て
ゐ
る

さ
ま
を
述
べ
た
も
の
で
、
や
は
り
絵
第
二
に
も
見
ら
れ
る
．
「
ゐ
か
く
れ

て
」
の
主
語
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
先
の
「
童
」
に
対
し
て
別
の
人

物
、
す
な
は
ち
「
和
琴
を
ぞ
ひ
く
」
女
の
動
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
ま
た
一
人
は
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
を
主
語
と
し
て
補
ふ
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ら
う
。
「
唐
撫
子
」
は
、
襲
の
色
目
の
名
で
、
表
も
裏
も
紅
色
で

あ
り
、
夏
に
用
ひ
る
が
、
「
唐
撫
子
の
い
ろ
い
ろ
な
め
り
」
と
あ
る
の
は
、

文
章
と
し
て
何
か
不
自
然
の
や
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
、
一
応
、
色
が
さ

ま
ざ
ま
美
し
い
と
い
ふ
や
う
に
解
し
て
お
く
。
「
め
り
」
は
、
雅
子
君
が
、

離
れ
た
場
所
か
ら
覗
い
て
ゐ
る
の
で
、
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
に
使
っ
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
「
蘇
芳
」
も
、
襲
の
色
目
の
名
で
、
表
は
薄
茶
色
、
裏

こ
き
う
ち

は
濃
赤
色
、
と
も
ま
た
、
表
は
白
の
み
が
き
、
裏
は
濃
打
（
濃
い
紫
色
）
と

も
言
は
れ
る
。
こ
れ
は
冬
に
着
用
す
る
。
「
薄
色
」
も
、
襲
の
色
Ｈ
の
名

う
す
朧
な
だ
い
る

で
、
表
は
少
し
赤
味
が
か
っ
た
薄
總
色
、
裏
は
薄
紫
色
ま
た
は
白
色
で
あ

る
。
「
腰
つ
き
を
か
し
ぐ
ひ
き
か
け
て
」
と
は
、
腰
の
恰
好
が
美
し
い
や

う
に
、
裳
を
種
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

「
和
琴
」
は
、
六
弦
の
琴
で
あ
る
。
絵
舗
二
に
は
、
「
童
」
と
「
和
寒

を
そ
ひ
く
」
女
性
の
ほ
か
に
、
そ
の
女
性
に
対
坐
し
て
箏
の
琴
を
弾
く
別

の
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
ゐ
る
が
、
第
三
段
第
一
枚
よ
り
第
一
段
第
四
枚

ま
で
の
詞
害
に
は
、
箏
の
琴
の
音
が
聞
え
る
こ
と
た
け
を
記
し
、
そ
の
人

物
に
つ
い
て
は
何
等
触
れ
て
ゐ
な
い
。
雅
子
君
は
和
琴
の
音
で
な
く
、
箏

の
琴
の
音
に
心
が
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
へ
っ
て
箏
の
琴
を
弾
く

人
物
に
つ
い
て
の
説
明
の
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
元
来
、
第
一
段
第

■
』
■
Ⅱ

四
枚
の
次
に
で
も
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
箏
の

琴
を
弾
く
人
物
こ
そ
、
こ
の
邸
の
主
人
、
冷
泉
院
の
左
大
阻
の
女
御
で
は

な
い
か
と
い
ふ
気
が
す
る
。
け
れ
ど
も
、
第
一
段
第
四
枚
の
次
に
見
え
る

絵
第
二
の
断
片
は
、
複
製
本
に
よ
る
と
、
そ
の
断
片
の
絵
の
線
の
先
端
が

（
註
一
八
）

第
一
段
第
四
枚
の
紙
に
ま
で
つ
き
抜
け
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

第
一
段
第
四
枚
に
直
ぐ
続
く
も
の
で
、
第
一
段
第
四
枚
と
こ
の
断
片
の
絵

と
の
間
に
は
、
本
来
、
他
の
断
紙
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
断
片
の
絵
の
完
全
な
も
の
と
絵
第
二

と
の
間
に
、
箏
の
琴
を
弾
く
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
、
別
の
詞
害
が
存
在

し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
ほ
、
第
一
段
第
四
枚
で
雅
子
君
の
垣
間
見
す
る
場
面
は
、
源
氏
物
語

橋
姫
巻
に
於
て
、
菫
が
宇
治
の
八
宮
の
姫
君
達
を
垣
間
見
す
る
、
有
名
な

次
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。

あ
な
た
に
通
ふ
ゞ
へ
か
め
る
透
垣
の
戸
を
、
す
こ
し
押
し
あ
け
て
見
給
へ
ば
、
月

を
か
し
き
ほ
ど
に
霧
り
渡
れ
る
を
な
が
め
て
、
簾
を
短
く
巻
き
上
げ
て
、
人
々

居
た
り
。
賛
子
に
、
い
と
蝶
げ
に
、
身
細
く
な
え
ば
め
る
童
一
人
、
同
じ
さ
ま

な
る
大
人
な
ど
居
た
り
。
内
な
る
人
、
ひ
と
り
、
柱
に
少
し
居
隠
れ
て
、
姥
琶

を
前
に
置
き
て
、
接
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
つ
つ
居
た
る
に
、
（
中
略
）
添
ひ
臥

し
た
る
人
は
、
琴
の
上
に
か
た
ぶ
き
か
か
り
て
、

（
㈲
二
二
五
・
二
二
六
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
細
部
に
於
て
は
大
き
く
相
異
す
る
が
、
類
似
点
を
纒
め
る
と

次
の
通
り
で
あ
る
。



吹
に
、
こ
の
「
雅
子
君
、
冷
泉
院
の
左
大
臣
の
女
御
を
訪
ふ
」
場
面
が
、

（
註
一
九
）

内
容
的
に
前
の
「
雅
子
君
、
中
納
言
の
君
を
訪
ふ
」
場
面
と
ど
の
や
う
な

関
係
に
あ
る
か
を
考
へ
て
み
よ
う
。

ま
づ
、
前
掲
拾
遺
百
番
歌
合
六
番
右
の
歌
の
詞
書
に
、
「
暁
、
し
の
び

ま
か
る
（
三
字
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
た
る
）
所
よ
り
か
へ
る
と
て
、
冷
泉
院
の
左
の
お

と
ど
の
女
御
の
御
も
と
に
ま
う
で
給
へ
る
に
」
と
見
え
、
松
尾
博
士
は
、

前
述
の
ご
と
く
、
女
三
宮
の
所
か
ら
雅
子
君
が
帰
る
途
中
の
こ
と
で
は
な

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
害
考
証

垣
間
見

し
た
光

星
皐 の

方
法

垣
間
見
一

｜
｜
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書

一
箏
の
琴
を
弾
く
女
が
ゐ
る
。

’
柱
の
も
と
に
隠
れ
坐
っ
て
和
琴
柱
の
も
と
に
隠
れ
坐
っ
て
琵
琶

を
弾
く
女
が
ゐ
る
。
を
前
に
置
く
女
が
ゐ
る
。

箏
の
琴
を
弾
く
女
が
ゐ
る
。
箏
の
琴
の
上
に
覆
ひ
か
ぶ
さ
る

や
う
に
し
て
ゐ
る
女
が
ゐ
る
。

簾
を
巻
き
上
げ
、
賢
子
に
出
て
、
月
が
お
も
し
ろ
く
照
り
、
霧
が

高
欄
に
寄
り
か
か
っ
て
膝
を
見
か
か
っ
て
ゐ
る
景
色
を
、
箙
を

る
童
女
が
ゐ
る
。
巻
き
上
げ
て
眺
め
る
女
房
達
が

ゐ
る
。

中
門
に
続
い
て
ゐ
る
廊
下
に
歩
姫
君
達
の
居
間
の
方
へ
通
じ
て

み
よ
っ
て
垣
間
見
る
。
ゐ
る
ら
し
い
透
垣
の
戸
を
少
し

1

■

1｜
押
し
開
け
て
垣
間
見
る
。

寶
子
に
み
す
ぼ
ら
し
い
童
女
が

”
ぬ
↓
○
・
Ｊ
．

源
氏
物
語
橋
姫
巻

い
か
と
推
定
さ
れ
た
が
、
「
し
の
び
ま
か
る
（
三
字
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
た
る
）
所
」

（
註
二
○
）

と
は
、
小
松
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
第
一
段
第
一
枚
に
「
う
ち
し
の
び

た
づ
ね
お
は
し
た
る
を
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
中
納
言
の

君
の
住
居
を
言
っ
た
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
し
か
も
、
第

一
段
第
二
枚
に
「
あ
か
つ
き
か
く
る
月
さ
し
出
で
て
」
と
あ
っ
た
の
が
、

第
三
段
第
一
枚
に
は
「
月
入
り
が
た
の
あ
け
ぐ
れ
の
空
」
と
変
化
し
て
、

時
間
の
推
移
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
季
節
も
第
一
段
・
第
二
段
・

第
三
段
第
一
枚
を
通
じ
て
初
夏
の
頃
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
左
大
臣
の
女

御
に
対
す
る
雅
子
君
の
訪
問
は
、
小
松
氏
説
の
や
う
に
、
雅
子
君
が
中
納

言
の
君
を
訪
問
し
た
そ
の
帰
途
の
こ
と
と
考
へ
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
の
、
雅
子
君
の
女
御
訪
問
場
面
は
、
前
述
の
や
う
に
、
源
氏
物
語
橋

姫
巻
を
想
起
さ
せ
る
が
、
源
氏
物
語
蓬
生
巻
に
於
け
る
、
光
源
氏
の
末
摘

花
訪
問
の
条
に
も
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
寝
覚
絵
巻
の
絵
第
二
が
源

氏
絵
巻
の
蓬
生
の
段
に
似
た
構
図
で
あ
る
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る

ま
い
・
蓬
生
巻
の
文
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
掲
げ
な
い
が
、
寝
覚
絵
巻

詞
書
と
の
類
似
点
を
対
照
し
て
お
く
。

初
夏
の
頃
、
雅
子
君
が
中
納
言
の

君
を
訪
問
し
た
帰
途
の
出
来
事
で

あ
る
。

入
り
方
の
月
が
出
て
ゐ
る
。

寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書

源
氏
物
語
蓬
生
巻

夏
四
月
頃
、
光
源
氏
が
花
散
里
を

訪
問
す
る
途
中
の
出
来
事
で
あ

↓
（
）
Ｃ

夕
月
が
出
て
ゐ
る
・
後
、
光
源
氏

三

三

デ

毛



か
く
て
、
雅
子
君
が
左
大
臣
の
女
御
の
邸
内
を
垣
間
見
し
た
方
法
や
そ

の
光
景
の
描
写
は
、
源
氏
物
語
橋
姫
巻
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
思
は
れ

る
し
、
主
と
し
て
雅
子
君
が
垣
間
見
す
る
ま
で
の
状
況
は
、
源
氏
物
語
蓬

生
巻
の
そ
れ
に
よ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ

て
、
寝
覚
絵
巻
詞
吉
の
源
泉
と
な
っ
た
、
寝
覚
の
末
尾
關
巻
に
は
、
源
氏

物
語
と
の
交
渉
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
明
瞭
に
指
摘
さ
れ
る
事
項

’
１

雅
子
君
は
、
初
め
は
邸
に
人
影
も

認
め
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
童
や

和
琴
を
弾
く
女
を
垣
間
見
す
る
。

木
立
が
古
め
か
し
く
、
荒
れ
た
邸

に
、
藤
が
松
の
梢
か
ら
咲
き
懸
っ

て
ゐ
る
。

雅
子
君
は
、
こ
の
邸
が
故
左
大
臣

の
女
御
の
邸
で
あ
る
こ
と
を
思
ひ

出
す
。

雅
子
君
は
、
女
御
訪
問
の
要
領
を

お
供
の
者
に
語
る
。

雅
子
君
と
女
御
と
は
歌
を
唱
和
す

る
（
拾
遺
百
番
歌
合
六
番
右
の
歌

に
よ
る
。
）
。

ｌ
り

光
源
氏
は
、
末
摘
花
訪
問
の
要
領

を
お
供
の
惟
光
に
語
る
。

お
供
の
惟
光
は
、
初
め
は
邸
に
人

影
も
認
め
な
か
っ
た
が
、
や
が
て

老
女
に
案
内
を
乞
ふ
。

と
末
摘
花
と
が
歌
を
贈
答
し
て
か

ら
、
月
は
入
り
方
に
な
る
。

木
立
が
茂
っ
て
、
荒
れ
た
邸
に
、

藤
が
松
の
梢
か
ら
咲
き
懸
っ
て
ゐ

づ
（
匂
。

光
源
氏
は
、
こ
の
邸
が
故
常
陸
宮

の
邸
で
あ
る
こ
と
を
思
ひ
出
す
。

光
源
氏
と
末
摘
花
と
は
歌
を
唱
和

す
る
。

三
四

が
記
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
．
第
一
段
第
四
枚
の
通
釈
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

。
…
・
宿
直
の
者
達
は
、
〔
モ
ウ
夜
ガ
〕
明
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
寝
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
、
人
の
婆
は
見
え
な
い
。
〔
雅
子
君
Ｃ
中
門
に
続
い

て
ゐ
る
廊
下
に
歩
み
寄
っ
て
〔
邸
内
ノ
様
子
ヲ
〕
御
覧
に
な
る
と
、
藤
は
寝
殿

の
東
側
、
東
南
の
隅
の
粁
端
に
あ
る
の
で
、
簾
を
巻
き
上
げ
て
、
商
柵
に
、
宿
直

装
束
の
姿
の
か
は
い
い
童
女
が
寄
り
か
か
っ
て
坐
っ
て
ゐ
て
、
藤
の
花
を
見
上

げ
て
ゐ
る
の
が
あ
る
。
弓
タ
一
人
Ｏ
長
押
の
上
の
柱
の
も
と
に
深
く
姿
を

隠
し
て
坐
っ
て
、
唐
撫
子
の
色
が
さ
ま
ざ
ま
美
し
い
や
う
に
見
え
る
が
、
蘇
芳

色
の
着
物
を
上
に
し
て
、
き
は
だ
っ
て
美
し
い
薄
色
の
裳
を
、
腰
の
恰
好
が
美

し
い
や
う
に
覆
っ
て
、
・
和
琴
を
弾
い
て
ゐ
る
。

（
註
一
）
以
下
、
寝
覚
物
語
絵
巻
は
、
大
和
絵
同
好
会
刊
玻
璃
版
複
製
木
（
以
下
、

「
複
製
本
」
と
呼
称
）
を
使
用
す
る
が
、
詞
書
の
翻
刻
に
当
っ
て
は
、
漢
字
を

宛
て
句
読
点
・
濁
点
を
加
へ
る
ほ
か
、
文
の
各
行
の
切
れ
目
に
」
を
施
す
。

ま
た
、
仮
名
造
の
誤
り
“
誤
字
・
宛
字
・
踊
字
な
ど
は
訂
正
し
、
そ
の
右
側
に

原
文
の
文
字
を
（
）
に
包
ん
で
示
す
。
□
は
、
判
読
し
難
い
文
字
を
表
は
す

が
、
強
ひ
て
推
定
し
た
文
字
も
□
で
囲
ん
で
お
く
。

（
註
二
）
ｕ
本
古
典
全
書
本
日
一
六
一
頁
。
闇
点
筆
者
。
以
下
、
源
氏
物
語
は
本

書
を
使
用
す
る
。

（
註
三
）
「
全
釈
源
氏
物
語
」
巻
一
圏
点
筆
者
。

（
註
四
）
以
下
、
「
校
註
本
詞
害
」
と
呼
称
す
る
。

（
註
五
）
日
本
古
典
全
書
本
八
十
四
段

（
註
六
）
岩
波
講
座
日
本
文
学
。
「
平
安
時
代
物
語
の
研
究
」
に
も
収
録
。

（
註
七
）
二
八
頁
。
以
下
、
「
岩
波
詞
吾
」
と
呼
称
す
る
。

１
１
１
陵
１
１
守
上

b



､

（
註
八
）
三
六
一
頁
。
以
下
、
「
校
本
詞
書
」
と
呼
称
す
る
。

（
註
九
）
前
掲
岩
波
講
座
。

（
註
一
○
）
二
九
頁
。
「
〔
資
料
八
〕
の
事
実
」
と
は
、
雅
子
君
が
女
三
宮
と
恋
愛

事
件
を
起
し
た
た
め
に
、
冷
泉
院
か
ら
勘
当
さ
れ
、
別
堂
白
河
院
で
女
三
宮
附

の
女
房
中
納
言
の
君
と
歌
を
贈
答
し
た
事
実
を
指
す
。

（
註
二
）
前
掲
著
書
。

（
註
一
二
）
松
尾
博
士
「
校
本
拾
遺
百
番
歌
合
（
右
）
」
（
前
掲
著
書
所
収
）
。
以

下
、
拾
巡
百
番
歌
合
は
本
書
を
使
用
す
る
。

（
註
一
三
）
以
下
、
流
布
本
渡
覚
は
橋
本
佳
氏
細
「
校
本
夜
半
の
堪
覚
」
を
使
用

す
る
。

堪
覚
物
語
絵
巻
詞
書
考
証

（
註
一
四
）
前
掲
岩
波
講
座
。

（
註
一
五
）
．
春
宮
の
宣
耀
殿
女
御
い
ま
た
参
り
侍
ら
さ
り
け
る
に
い
さ
些
か

ゆ
き
あ
ひ
て
あ
し
た
に
っ
か
は
し
け
る
ね
さ
め
の
右
大
将

坐
可

空
五
宵
の
ま
の
夢
は
か
り
に
て
立
わ
か
れ
け
さ
は
い
か
な
る
心
ち
か
は
す
る

（
註
一
六
）
前
掲
著
書
。

（
註
一
七
）
「
山
」
と
あ
る
の
は
、
「
心
」
の
誤
写
で
あ
ら
う
。

（
註
一
八
）
も
っ
と
も
、
複
製
本
の
製
作
上
、
こ
の
や
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
論

外
で
あ
る
。

（
註
一
九
）
第
一
段
第
一
枚
・
第
二
枚
、
お
よ
び
第
二
段
第
一
枚
・
第
二
枚
。

（
註
二
○
）
前
掲
著
書
七
三
頁
。
‐

『

三
五

■
■
８
１
日
日
日
日
日
Ⅱ
．


