
か
ら
へ
い

じ

「
唐
瓶
子
」
考

―
―
徒
然
草
一
〇
三
段
の
読
み
方
―
―

櫻

井

靖

久

は
じ
め
に

徒
然
草
の
一
〇
三
段
は
、
わ
ず
か
数
行
に
満
た
な
い
章
段
で
は
あ
る
が
、

様
々
の
色
々
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
、
橘
純
一
氏
の
徒
然

草
の
執
筆
時
期
想
定
で
あ
る
、
元
徳
二
年
の
末
か
ら
一
年
間
に
書
か
れ
た
と

す
る
説
の
障
害
で
あ
る
「
侍
従
大
納
言
公
明
卿
」
の
「
大
納
言
」
の
時
期
の

問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
誤
字
・
誤
記
説
や
、
書
き
直
し
説
が
生
ま
れ

た
。
次
に
、
こ
の
章
段
に
見
る
「
平
家
物
語
」
の
享
受
史
の
例
と
し
て
で
あ

る
。
ま
た
、
謎
々
の
解
き
方
が
不
明
で
あ
り
、
定
説
が
な
い
。
更
に
そ
の
謎

解
き
の
い
わ
ゆ
る
「
心
（
説
明
・
解
説
）」
に
あ
た
る
部
分
が
伝
本
に
よ
っ

て
二
種
類
出
て
く
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ

し
て
そ
も
そ
も
、
こ
の
章
段
は
、
事
実
、
し
か
も
歴
史
的
事
実
を
簡
潔
に
伝

え
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。
山
極
圭
司
氏
の
説（
１
）明を
引
く
。

沼
波
瓊
音
氏
は
、「
唐
瓶
子
」
と
い
う
も
の
が
「
我
々
に
は
耳
遠
く
、

ど
う
も
面
白
う
は
思
は
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
の
時
は
面
白
か
っ
た
の
で
あ

ら
う
」（『
徒
然
草
講
話
』）
と
書
か
れ
、
安
良
岡
康
作
氏
は
「
特
に
深

い
意
義
を
求
む
べ
き
段
と
は
思
は
れ
な
い
」（『
徒
然
草
全
注
釈
』）
と

述
べ
ら
れ
た
。
要
す
る
に
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（
中
略
）
こ
れ
は
面
白
い
話
だ
ろ
う
か
。
楽
し
い
話
だ
ろ
う
か
。
い
っ

た
い
兼
好
は
、
ど
う
い
う
つ
も
り
で
、
こ
の
話
を
書
き
伝
え
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
肝
心
な
所
が
明
ら
か
で
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。

私
は
こ
の
論
で
一
〇
三
段
の
内
容
の
み
を
追
究
す
る
。
藤
原
（
三
条
）
公

明
が
「
大
納
言
」
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
こ
の
後
宇
多
院
の
時
代
（
一
三
一

八
〜
一
三
二
一
）
に
公
明
は
参
議
（
一
三
一
九
）
に
な
り
、
四
位
相
当
官
で

あ
り
、
対
す
る
丹
波
忠
守
は
典
薬
頭
・
宮
内
卿
と
し
て
同
様
の
四
位
相
当
官

に
あ
り
、
拮
抗
し
て
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て

お
く
。

そ
こ
で
一
〇
三
段
を
、適
切
か
つ
丁
寧
な
注
を
付
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、

三
木
紀
人
氏
の
本（
２
）文と
訳
を
引
用
す
る
。

（
本
文
）
大
覚
寺
殿
に
て
、
近
習
の
人
ど
も
、
謎
々
を
作
り
て
解
か
れ
け
る

く
す
し
た
だ
も
り

き
ん
あ
き
ら

と
こ
ろ
へ
、
医
師
忠
守
参
り
た
り
け
る
に
、
侍
従
大
納
言
公
明
卿
、「
わ
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て
う

か
ら

が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守
か
な
」
と
謎
々
に
せ
ら
れ
に
け
る
を
、「
唐

へ
い
じ
瓶
子
」
と
解
き
て
笑
ひ
合
は
れ
け
れ
ば
、
腹
立
ち
て
ま
か
り
出
で
に
け

り
。

（
訳
文
）
大
覚
寺
殿
で
、
院
の
お
そ
ば
に
仕
え
る
人
々
が
謎
々
を
作
っ
て
解

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
医
師
の
忠
守
が
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
侍
従
大
納

言
公
明
卿
が
、「
わ
が
国
の
者
と
も
思
わ
れ
な
い
忠
守
よ
」
と
彼
を
謎
々

か
ら
へ
い
じ

に
仕
立
て
た
。
あ
る
人
が
「
唐
瓶
子
」
と
解
い
て
、
み
な
で
大
笑
い
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
忠
守
は
立
腹
し
て
退
出
し
て
し
ま
っ
た
。

三
木
氏
は
後
の
語
釈
で
「
一
座
の
爆
笑
」
と
注
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で

は
、「
一
座
の
爆
笑
」「
忠
守
の
立
腹
」「
忠
守
の
退
出
」
を
押
さ
え
て
お
く
。

ち
な
み
に
、
侍
従
公
明
は
藤
原
（
三
条
・
西
園
寺
）
氏
で
、「
侍
従
」
は

天
皇
に
近
侍
し
拾
遺
補
闕
を
任
と
す
る
。
勅
撰
集
に
十
二
首
入
集
。
忠
守
は
、

あ
ち
の
お

み

阿
知
使
主
を
祖
と
す
る
帰
化
人
の
子
孫
で
丹
波
氏
、
勅
撰
集
十
一
首
入
集
。

唐
瓶
子
説
の
説
明

三
木
氏
が
「
一
座
の
爆
笑
」
と
す
る
謎
々
を
確
認
す
る
。
典
薬
頭
・
宮
内

卿
で
あ
る
（
丹
波
）
忠
守
を
見
て
、
侍
従
公
明
は
謎
々
を
か
け
る
。

「
わ
が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守
か
な
（
わ
が
国
の
者
と
も
思
わ
れ
な
い

か
い

こ
こ
ろ

か
ら
へ
い
じ

忠
守
よ
）」
そ
の
答
え
（
解
・
解
き
方
・
心
）
は
「
唐
瓶
子
」
で
あ
る
、
と

い
う
。「
唐
瓶
子
」
そ
の
も
の
は
「
金
属
で
作
っ
た
瓶
子
。
中
国
風
の
と
っ

つ

と
く
り

く（
３
）り」「
金
属
で
作
っ
た
、
酒
を
入
れ
て
注
ぐ
器
で
、
後
世
の
徳
利
の
如

か
ね

（
４
）（
５
）

き
物
」「
唐
瓶
子
と
は
金
に
て
こ
し
ら
へ
た
る
瓶
子
な
り
。
又
は
木
に
て
作

り
、
黒
ぬ
り
に
し
た
る
も
あ
り
。
か
ね
は
こ
し
ら
へ
唐
め
き
た
る
故
、
唐
瓶

子
と
云
ふ
な
る
べ（
６
）し」
と
あ
る
。
要
は
、
金
属
製
の
中
国
の
徳
利
、
も
し
く

は
木
製
で
黒
ぬ
り
に
し
た
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
が
定
ま
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

か
な金
徳
利
（
あ
る
い
は
黒
徳
利
）
が
ど
う
し
て
お
か
し
い
の
か
と
い
う
と
、
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

「
同
じ
『
た
だ
も
り
』
で
も
、
平
忠
盛
は
『
伊
勢
へ
い
じ
は
す
が
め
な
り

け
り
』
と
は
や
さ
れ
た
が
、
こ
ち
ら
の
忠
守
は
『
平
氏
な
ら
ぬ
唐
瓶
子
だ
と

解
い
た
も（
７
）の』」

「
平
家
物
語
を
念
頭
に
お
い
て
、『
忠
盛
』
の
『
伊
勢
平
氏
』
に
対
し
て
、

忠
守
は
『
唐
瓶
子
（
平
氏
）』
と
解
い
た
の
で
あ（
８
）る」

「
平
家
物
語
で
、
平
忠
盛
を
出
生
地
に
寄
せ
て
、『
伊
勢
平
氏
は
す
が
め

な
り
け
り
』
と
は
や
し
た
こ
と
と
、
忠
守
が
唐
か
ら
の
帰
化
人
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
を
も
じ
っ
て
い（
９
）る」

現
行
の
注
釈
を
見
て
も
大
同
小
異
で
あ
り
、
結
局
同
じ
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
。
そ
し
て
改
め
て
原
文
に
戻
っ
て
考
え
る
と
、「
唐
瓶
子
」
の
原
義
は

わ
か
っ
た
、
解
き
方
も
「
平
家
物
語
」
を
典
拠
と
す
る
こ
と
も
理
解
し
た
。

し
か
し
こ
こ
で
改
め
て
思
う
こ
と
で
あ
る
が
、
解
き
方
を
聞
い
た
瞬
間
に
爆

笑
す
る
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
せ
い
ぜ
い
典
拠
の
「
平
家
物
語
」
を
思
い
返
し

て
、「
な
る
ほ
ど
」
と
含
み
笑
い
す
る
程
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
は
近
世
の
風
呂
屋
や
床
屋
で
は
な
い
。
院
の
御
前
で
あ
り
近
習
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
人
々
が
爆
笑
す
る
根
拠
と
し
て
「
唐
瓶
子＝

唐
平
氏
」
説
は

弱
い
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
流
布
本
の
「
烏
丸
本
」
で
は
な
く
、「
常
縁
本
」
を
取

る
立
場
が
あ
る
。
西
尾
実
氏
は
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
で
「
唐
瓶
子
」
と
す

る
け
れ
ど
も
、
岩
波
文
庫
の
「
新
訂
徒
然
草
（
安
良
岡
康
作
が
加
わ
る
）」

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

常
縁
本
に
よ
れ
ば
、「
唐
医
師
」
と
な
り
、
忠
守
が
帰
化
人
の
子
孫
で
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あ
り
な
が
ら
、
歌
人
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
家
で
も
あ
る
、
和
漢
に

わ
た
る
二
面
性
を
認
め
て
、「
あ
な
た
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
唐
の
医
師

で
は
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
意
志
を
こ
め
て
か
ら
か
っ
た
と
す
れ

ば
、「
唐
医
師
」
こ
そ
最
も
自
然
な
解
き
方
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て

底
本
の
本
文
を
「
唐
医
師
」
と
改
め（

１０
）た。

と
す
る
。
更
に
『
全
注
釈
』
で
は
、

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
常
縁
本
の
「
か
ら
い
し
」
即
ち
「
唐
医
師
」
は
、

『
平
家
物
語
』
に
拠
る
必
要
な
く
、は
る
か
に
自
然
な
解
と
言
え
よ
う
。

わ
が
国
の
者
と
も
見
え
ぬ
医
師
忠
守
な
の
だ
か
ら
、「
唐
医
師
」
と
解

い
た
の
で
あ
る
。

「
爆
笑
」
の
問
題
を
お
い
て
お
い
て
、
謎
々
の
解
を
求
め
る
な
ら
ば
、
最

も
素
直
な
方
向
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、「
徒
然
草
」
に
解
か
れ
る
謎
々
の
章
段
は
他
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
六
二
段
の
延
政
門
院
の
「
ふ
た
つ
も
じ
」
の
歌
で
あ
り
「
こ
ひ
し

く
」
と
解
い
て
い
る
。更
に
も
う
一
つ
は
一
三
五
段
の
「
う
ま
の
き
つ
…
…
」

か
り

と
い
う
難
解
と
さ
れ
る
謎
々
の
章
段
で
あ
り
、
注
釈
書
に
よ
る
と
「
雁
」
と

解
く
と
す
る
。

鈴
木
棠
三
は
徒
然
草
の
謎
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

『
徒
然
草
』
に
現
れ
る
謎
は
、
平
安
朝
の
謎
々
物
語
と
は
、
構
成
技
法

の
上
で
、
革
命
的
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

馬
の
き
つ
り
や
う
き
つ
に
の
を
か
な
か
く
ぼ
れ
い
り
ぐ
れ
ん
ど
う

く
ぼ

と
い
う
も
の
で
、（
中
略
）
右
の
謎
の
構
造
は
、「
馬
退
き
つ
」「
中
凹

れ
」「
入
り
」「
ぐ
れ
ん
ど
う
」
に
よ
っ
て
、
上
部
消
去
、
中
央
部
消
去
、

挿
入
、
倒
置
を
指
示
し
た
も
の
で
、
平
安
朝
の
謎
の
構
成
に
は
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
い
手
法
で
あ
っ（

１１
）た。

こ
の
文
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
徒
然
草
の
時
代
は
謎
々
の
変
革
期
で
あ
り
、
ど
ん
な

形
態
の
謎
々
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。さ

て
常
縁
本
に
戻
る
。
村
井
順
氏
は
、「
兼
好
自
筆
の
祖
本
に
、
も
っ
と

も
近
い
も
の
が
常
縁
本
で
あ
」
る
と
し
、「
常
縁
本
が
流
布
本
に
先
行
し
て

い
た
も
の
」
と
し
、
こ
の
一
〇
三
段
が
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
い
る
。

典
薬
頭
忠
守
は
、
丹
波
氏
で
、
祖
先
は
帰
化
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
公

明
が
「
我
が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守
か
な
」
と
な
ぞ
な
ぞ
に
し
た
の

か
ら
い

し

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、「
唐
医
師
」
と
解
い
た
の
は
正
解
で
あ
る
。

か
ら
へ
い
じ

と
こ
ろ
が
、
流
布
本
は
「
唐
瓶
子
」
と
な
つ
て
い
る
。
忠
守
は
丹
波
氏

で
平
氏
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
で
は
解
答
に
な
つ
て
い
な
い
。
徒
然
草

に
は
、
古
来
何
千
・
何
万
と
い
う
読
者
が
あ
つ
た
の
に
、
こ
の
「
か
ら

へ
い
し
」
と
い
う
解
答
に
疑
問
を
抱
い
た
者
が
な
か
つ
た
の
は
、
何
と

い
ふ
な
さ
け
な
い
読
み
方
を
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
な
ど
は
、
流

布
本
が
ま
つ
か
な
に
せ
物
で
あ
る
こ
と
を
、
も
っ
と
も
良
く
表
わ
し
て

い
る
所
で
あ（

１２
）る。

「
一
座
の
爆
笑
」
と
い
う
効
果
は
こ
れ
で
も
届
か
な
い
と
考
え
る
。
し
か

し
、
こ
こ
ま
で
力
説
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
常
縁
本
の
原
文
の
検
討
が
必
要

と
な
る
。
常
縁
本
の
原（

１３
）文を
掲
げ
る
。

大
覚
寺
殿
に
て
、
近
習
の
人
々
ど
も
、
な
ぞ
〳
〵
を
作
り
て
解
か
れ
け

く
す
し

る
所
へ
、
医
師
忠
守
参
り
た
り
け
る
を
、
侍
従
の
大
納
言
公
明
卿
「
我

が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守
か
な
」
と
、
な
ぞ
〳
〵
に
せ
ら
れ
け
り
。

「
唐
医
師
」
と
解
き
て
笑
ひ
合
い
け
れ
ば
、
腹
立
ち
て
ま
か
り
出
で
に

け
り
。
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烏
丸
本
と
の
違
い
、
校
異
は
四
ヶ
所
で
あ
る
。（
常
縁
本
）
人
々
ど
も
―
―

（
烏
丸
本
）
人
ど
も
、
参
り
た
り
け
る
を
―
―
参
り
た
り
け
る
に
、
せ
ら
れ

け
り
―
―
せ
ら
れ
け
る
を
、
唐
医
師
―
―
唐
瓶
子
。
前
の
二
つ
は
、
特
に
解

釈
上
の
問
題
は
な
い
。
後
の
二
つ
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
大
き
な

問
題
は
「
医
師
と
瓶
子
」
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
は
、
切
れ
続
き
の
問
題
で

あ
る
。
一
度
文
を
切
る
の
と
、
助
詞
で
つ
な
ぐ
の
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
以
上
に
、
そ
も
そ
も
何
故
爆
笑
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
の
文
章
の
ど
こ
か
に
、
ひ
ね
り
と
奥
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
徒
然
草
を
読
む
時
に
、
人
間
心
理
の
お
も
し
ろ
さ
や
機
知
と
エ
ス

プ
リ
、
話
の
う
ま
さ
と
知
の
探
求
心
を
感
ず
る
。
例
え
ば
、
九
二
段
の
初
心

の
矢
二
つ
、
一
〇
九
段
の
高
名
の
木
の
ぼ
り
に
は
人
間
の
心
理
の
お
も
し
ろ

さ
を
、
八
九
段
の
猫
ま
た
に
は
話
の
お
も
し
ろ
さ
と
オ
チ
を
、
四
五
段
の
良

覚
僧
正
と
四
六
段
の
強
盗
法
印
は
名
付
け
の
お
も
し
ろ
さ
を
、
二
〇
九
段
の

田
を
刈
る
人
に
は
ヘ
リ
ク
ツ
を
、
一
八
八
段
の
ま
す
ほ
の
薄
や
、
二
四
三
段

の
八
つ
に
な
り
し
年
に
は
知
の
探
求
心
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
一
つ
一
つ
の
章
段
は
作
者
に

よ
り
十
分
に
考
え
ら
れ
て
、
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る
思
い

つ
き
や
、
つ
ま
ら
な
い
事
実
の
羅
列
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
、
私
は
確
信

す
る
。「

唐
医
師
」
の
謎
と
き

常
縁
本
の
謎
々
で
は
、「
我
が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守
か
な
」
で
あ
り
、

そ
の
答
え
が
「
唐
医
師
」
で
あ
る
。「
我
が
朝
の
者
（＝

日
本
人
）
と
も
見

え
ぬ
忠
守
か
な
」
即
ち
「
忠
守
は
日
本
人
に
は
見
え
な
い
」
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
「
唐
（＝

中
国
）
医
師
」
と
い
う
。「
日

本
人
に
見
え
な
い
忠
守
」
が
、「
中
国
人
医
者
」
で
ど
う
し
て
「
爆
笑
」
が

起
こ
る
の
か
。
恐
ら
く
忠
守
の
正
式
の
職
名
で
あ
る
医
師
に
は
か
ら
か
い
の

か
ら

要
素
が
な
い
。「
唐
」
が
問
題
と
い
う
か
、
注
目
の
焦
点
な
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
次
に
重
要
な
の
は
見
た
目
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
謎
々
を
耳

で
聞
い
て
頭
で
理
解
す
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
あ
る
作
品
の
文
章
を
思
い

出
し
た
と
い
う
知
的
理
解
に
よ
る
笑
い
で
は
な
い
。
忠
守
を
見
て
、
公
明
の

言
葉
を
聞
い
て
、
そ
の
言
い
合
わ
せ
の
妙
に
感
心
し
、
同
意
し
、
共
感
し
て

爆
笑
し
た
と
い
う
即
自
的
な
笑
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
も
の
を
忠
守

は
持
っ
て
い
た
、
備
え
て
い
た
、
体
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
笑
い
合
は
れ
け
り
（
爆
笑
し
た
）」
と
い
う
表
現
や
解

釈
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

木
藤
氏
が
「
忠
守
の
顔
つ
き
が
と
っ
く
り
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

（
１４
）い」
と
言
い
、
小
泉
弘
氏
が
「
色
浅
黒
く
背
の
低
い
肥
満
体
の
（
中
略
）
マ

ル
デ
唐
瓶
子
ソ
ッ
ク（

１５
）リ」
と
言
い
、
三
木
氏
が
「
異
国
的
風（

１６
）貌」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
想
像
で
あ
り
、
そ
の
根
拠

は
な
い
。

私
は
兼
好
自
身
は
必
ず
ヒ
ン
ト
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
さ

か
ら

れ
る
は
ず
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
書
い
て
い
た
、
と
考
え
る
。「
唐
」
と
い

う
言
葉
に
関
し
て
、
そ
の
言
葉
を
求
め
る
な
ら
、
私
は
一
二
五
段
が
そ
れ
に

当
た
る
と
考
え
る
。
一
二
五
段
の
前
半
を
掲
げ
る
。

人
に
お
く
れ
て
四
十
九
日
の
仏
事
に
、
或
る
聖
を
請
じ
侍
り
し
に
、

説
法
い
み
じ
く
し
て
、
み
な
人
涙
を
な
が
し
け
り
。
導
師
帰
り
て
後
、

聴
聞
の
人
ど
も
、「
い
つ
よ
り
も
、
こ
と
に
け
ふ
は
尊
く
侍
り
つ
る
」
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と
感
じ
あ
へ
り
し
返
事
に
、
或
る
者
の
い
は
く
、「
何
と
も
候
へ
、
あ

れ
ほ
ど
唐
の
狗
に
似
候
ひ
な
む
う
へ
は
」
と
い
ひ
た
り
し
に
、
あ
は
れ

も
さ
め
て
を
か
し
か
り
け
り
。さ
る
導
師
の
ほ
め
や
う
や
は
あ
る
べ
き
。

か
ら

い
ぬ

こ
ま
い
ぬ

あ
る
導
師
（
僧
）
が
あ
ま
り
に
も
「
唐
の
狗
（＝

狛
犬
）」
に
似
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
て
謎
々
を
ま
と
め
て
見
れ
ば
、
忠
守
に
対
し
て
「
唐
医
師
」
と

は
何
か
、
忠
守
は
帰
化
人
の
子
孫
で
あ
り
、
典
薬
頭
で
あ
る
か
ら
、
事
実
そ

の
通
り
な
の
で
、
か
ら
か
い
の
要
素
も
な
け
れ
ば
、
お
も
し
ろ
み
も
何
と
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
事
実
そ
の
も
の
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
謎
解
き
と
さ
れ

る
に
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
そ
の
時
の
状
況
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ

に
表
わ
さ
れ
る
文
字
こ
と
ば
以
外
の
要
素
が
あ
る
筈
で
あ
る
。

ま
た
、
事
実
以
外
に
何
も
説
明
を
加
え
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
場
面
に
つ

い
て
直
接
そ
の
謎
解
き
を
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
か
、
差
別
や
侮
辱
的
表
現

で
あ
る
の
で
、
名
士
の
名
を
あ
げ
て
の
説
明
は
差
し
控
え
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
徒
然
草
の
中
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
、
わ
か
る
人
に
は
わ

か
る
と
後
世
に
残
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

そ
う
し
て
改
め
て
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
一
二
五
段
の
「
唐
の
狗
」
が
出
て

来
る
。

典
薬
頭
で
あ
る
丹
波
忠
守
の
顔
姿
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
は
残
さ
れ
て
い

な
い
し
、
記
さ
れ
て
も
、
描
か
れ
て
も
い
な
い
。
し
か
し
、
増
鏡
の
作
者
に

擬
せ
ら
れ
、
源
氏
学
者
で
あ
り
、
勅
撰
集
入
集
の
歌
人
で
、
典
薬
頭
・
宮
内

か
ら
い
ぬ

卿
で
あ
る
丹
波
忠
守
が
、
唐
狗
（
狛
犬
）
に
よ
く
似
た
（
そ
っ
く
り
の
）
魁

偉
な
容
貌
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
醜
貌
（
醜
い
顔
）
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、

こ
の
一
〇
三
段
の
状
況
に
ピ
タ
リ
と
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も

そ
の
容
貌
は
一
二
五
段
の
例
に
見
る
よ
う
に
、ひ
ど
く
珍
し
い
例
で
は
な
い
。

一
方
の
狛
犬
は
ど
う
か
。
徒
然
草
の
二
三
六
段
の
聖
海
上
人
の
う
し
ろ
ざ

ま
の
獅
子
こ
ま
い
ぬ
の
例
が
あ
り
、
神
社
の
狛
犬
が
普
通
に
見
ら
れ
た
だ
け

で
な
く
、
宮
中
に
お
い
て
も
馴
染
み
の
も
の
で
あ
る
。
門
扉
や
障
子
絵
に
、

ま
た
几
帳
や
屏
風
な
ど
の
鎮
子
（
お
も
し
）
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
枕
草
子
や
栄
華
物
語
の
中
に
も
、
宮
中
で
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
描

か
れ
て
い
る
。

謎
々
を
こ
の
こ
と
に
よ
り
考
え
て
み
る
と
、「
本
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠

か
ら

守
か
な
」
の
謎
解
き
に
、「
医
師
」
は
と
も
か
く
、「
唐
」
と
い
う
言
葉
の
音

を
伸
ば
し
た
か
強
め
た
か
し
て
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
ら
い
ぬ

か
。「
唐
犬
」
と
い
え
ば
直
接
表
現
と
し
て
忠
守
を
面
罵
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
院
の
近
習
の
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
下
品
な
直
接
表
現
が
で

き
る
は
ず
も
、
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
こ
の
高
級
な
談
笑
の
場
に
お
い
て

は
、
上
品
に
く
す
ぐ
り
、
強
く
あ
て
こ
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
の
意
味
が
確
か
に
伝
わ
る
よ
う
に
「
か
ー
ら
ー

（
唐
）」
と
伸
ば
し
て
気
を
持
た
せ
て
、「
い
ぬ
」
と
下
げ
ず
に
「
い
し
（
医

師
）」
と
き
ち
ん
と
常
識
の
中
に
お
さ
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
す
れ
ば
、
近
習
が
「
な
る
ほ
ど
」
と
「
笑
ひ
合
は
れ
た
（
爆
笑
し

た
）」
と
い
う
の
も
理
解
で
き
る
。
忠
守
の
方
も
「
唐
犬
」
と
言
わ
れ
た
ら
、

水
戸
黄
門
の
ド
ラ
マ
で
は
な
い
が
、「
公
明
よ
、
御
前
で
は
な
い
か
、
人
を

唐
犬
に
例
え
る
の
は
無
礼
で
あ
ろ
う
が
」
と
い
う
程
度
の
反
論
は
言
え
た
か

ま
さ

も
知
れ
な
い
が
、「
唐
医
師
」
と
い
う
の
で
は
、
正
し
く
そ
の
通
り
で
反
論

も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
満
座
の
中
で
明
ら
か
に
忠
守
一
人
が
笑
い
物
に

さ
れ
た
の
で
、
怒
り
は
わ
い
て
く
る
。
ど
う
に
も
答
え
よ
う
も
な
く
、
反
論

で
き
な
い
。
自
身
の
中
で
く
す
ぶ
り
、
怒
り
が
高
ま
り
、
あ
と
は
そ
の
場
を

退
出
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
残
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
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「
忠
守
の
怒
り
」「
忠
守
の
退
出
」
が
理
解
で
き
て
、
全
体
に
ふ
に
お
ち
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
問
題
に
な
る
の
が
、
第
二
の
校
異
の
部
分
で
あ
る
。「
常

縁
本
」
で
は
、「
侍
従
の
大
納
言
公
明
卿
、『
我
が
朝
の
者
と
も
見
え
ぬ
忠
守

か
な
』
と
、
な
ぞ
〳
〵
に
せ
ら
れ
け
り
。『
唐
医
師
』
と
解
き
て
笑
ひ
合
は

れ
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
公
明
が
謎
を
出
し
て
、
そ
の
答
え
を
や
は
り
公

明
が
解
い
た
と
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
烏
丸
本
で
は
「
〜
な
ぞ
な
ぞ
に
せ
ら
れ
け
る
を
、『
か
ら
へ
い

じ
』
と
解
き
て
」
と
な
る
の
で
、
公
明
が
出
し
た
謎
を
、
他
の
近
習
が
解
い

た
と
し
か
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
き
ち
ん
と
本
文
を
解

釈
し
て
い
る
三
木（

１７
）訳や
『
全
注（

１８
）釈』
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
忠
守
に
対
す
る
公
明
の
皮
肉
と
か
ら
か
い
が
薄
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
。
私
自
身
は
そ
の
内
容
に
は
賛
成
し
な
い
が
、
小
泉
弘
氏
の

く
だ
け
た（

１９
）訳も
、「
常
縁
本
」
の
文
章
を
取
り
、
忠
守
に
対
す
る
公
明
の
皮

肉
と
か
ら
か
い
が
、
謎
々
の
問
い
か
け
と
答
え
の
解
説
を
一
続
き
の
も
の
と

し
て
い
る
。

忠
守
の
顔
が
悪
相
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、「
本
朝
の
者
と
は
見
え
な
い
」

と
謎
か
け
て
「
唐
犬
」
で
は
な
く
て
「
唐
医
師
」
と
す
る
差
別
と
侮
辱
の
す

れ
す
れ
で
あ
る
き
わ
ど
い
謎
解
き
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
し
か
も
肩
透
か
し

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
公
明
が
謎
解
き
す
る
方
が
内
容
的
に

す
ぐ
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
（
宙
ぶ
ら
り
ん
の

状
態
）
を
保
つ
上
で
も
、
文
章
を
一
度
句
切
っ
た
方
が
た
た
み
か
け
る
文
章

と
な
る
。
接
続
助
詞
の
「
を
」
で
つ
な
げ
る
と
、
場
面
が
ダ
ラ
ダ
ラ
ッ
と
流

れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。

文
章
効
果
と
し
て
も
、
公
明
と
忠
守
の
対
立
・
対
抗
と
い
う
か
、
ラ
イ
バ

ル
意
識
の
現
れ
が
鮮
明
に
な
る
。
笑
い
声
の
み
で
あ
る
そ
の
他
の
近
習
（
そ

の
中
に
兼
好
が
い
た
の
か
）
が
一
人
口
を
出
し
て
現
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、

公
明
と
忠
守
が
正
対
し
て
、
物
を
言
う
ほ
う
が
舞
台
効
果
と
し
て
も
、
場
面

と
し
て
も
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
る
と
考
え
る
。

「
唐
医
師
」
か
ら
「
唐
瓶
子
」
へ

そ
れ
で
は
、
文
意
と
場
面
が
よ
く
通
じ
て
い
る
「
唐
医
師
」
の
本
文
が

「
唐
瓶
子
」
と
な
っ
て
、
何
故
通
用
し
、
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論

か
ら
言
え
ば
、
兼
好
自
身
が
書
き
変
え
た
の
で
あ
り
、
本
来
の
場
面
と
意
図

を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
少
な
く
と
も
表
面
の
意
味
を
あ
え
て
誤
解
す
る
よ
う

に
意
図
し
て
書
き
変
え
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
、
わ
ざ
わ
ざ
と
兼

好
が
そ
う
す
る
の
か
、
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま

れ
て
く
る
。

こ
の
作
意
に
つ
い
て
は
、
単
に
「
唐
医
師
」
と
「
唐
瓶
子
」
の
問
題
だ
け

で
な
く
、
章
段
の
入
れ
変
え
に
も
関
わ
る
。
同
時
に
常
縁
本
と
烏
丸
本
の
差

に
も
な
る
。
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
山
極
氏
の（

２０
）説を
引
く
。

常
縁
本
で
は
、
公
明
に
関
す
る
第
一
〇
三
段
の
あ
と
十
段
め
に
資
朝
の

記
事
が
く
る
。
烏
丸
光
広
本
や
正
徹
本
で
は
、
は
る
か
に
離
れ
て
上
巻

と
下
巻
と
に
別
れ
て
い
る
公
明
と
資
朝
と
が
、
常
縁
本
で
は
す
ぐ
近
く

に
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

こ
の
流
布
本
と
常
縁
本
と
の
違
い
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。（
中

略
）

資
朝
に
つ
い
て
書
い
た
時
の
兼
好
の
思
い
は
、
公
明
に
つ
い
て
書
き
、

明
雲
座
主
に
つ
い
て
書
い
た
思
い
と
一
貫
し
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
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兼
好
は
、
情
勢
を
判
断
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
事
の
成
行
き
を
予
想

し
た
り
、
予
言
し
た
り
す
る
こ
と
に
特
別
な
興
味
と
自
信
を
持
っ
て
い

た
人
物
で
あ
る
。（
中
略
）

も
し
そ
の
こ
ろ
兼
好
周
辺
の
人
が
、
常
縁
本
徒
然
草
を
読
ん
だ
と
し

た
ら
、
そ
の
抑
え
た
表
現
の
中
か
ら
兼
好
の
予
言
（
引
用
者
注

後
醍

醐
帝
を
中
心
と
す
る
倒
幕
派
の
失
敗
）
を
明
ら
か
に
読
み
と
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
公
明
、
明
雲
座
主
、
資
朝
の
三
者
を
結
ぶ
筆
者
の
思
い
を
了

解
し
、
共
感
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
兼
好
は
、
や

が
て
自
ら
手
を
加
え
て
、
文
章
の
配
列
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）

さ
て
、
こ
う
い
う
配
列
変
え
を
、
作
者
以
外
の
人
が
す
る
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
兼
好
自
身
が
、
あ
る
時
思
い
立
っ
て
章
段
の
配
列
を
変
え
、
そ

れ
が
流
布
本
の
原
本
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
私
は
こ
の
山
極
氏
の
兼
好
自
身
に
よ
る
章
段
入
れ
変
え
説
に
賛

成
す
る
。
山
極
説
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
〇
三
段
の
流
れ
が
説
明
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
唐
医
師
」
と
書
か
れ
た
本
来
の
事
実
の
持
つ
意
味
を
変
え
る
。
例
え
、

そ
れ
が
兼
好
自
身
の
こ
と
で
は
な
く
、
丹
波
忠
守
に
対
す
る
三
条
公
明
の
か

ら
か
い
、
皮
肉
と
侮
辱
で
あ
る
に
し
て
も
、
文
字
と
し
て
、
典
薬
頭
で
あ
り

宮
内
卿
を
直
接
に
唐
犬
（
狛
犬
）
呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ

り
、
慎
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
直
接
見
聞
き
し
た
と
し
て
も
、

家
の
日
記
と
し
て
記
録
す
る
家
柄
・
家
格
の
家
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
一

介
の
出
家
僧
・
隠
者
の
身
に
し
て
は
分
の
過
ぎ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
兼
好
自

身
の
記
録
と
し
て
、他
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
、期
待
す
る
身
に
あ
っ

て
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

書
き
変
え
る
時
に
、
兼
好
の
頭
に
ひ
ら
め
い
た
も
の
、
持
っ
て
い
る
知
識

の
中
で
代
用
で
き
る
物
が
平
家
物
語
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
〇
三
段
は
、
平
家

物
語
享
受
史
の
一
コ
マ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、話
は
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。

徒
然
草
の
二
二
六
段
の
平
家
物
語
作
製
秘
話
に
通
じ
て
い
る
兼
好
で
あ
る
な

ら
ば
、
平
家
物
語
の
内
容
に
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

平
忠
盛
と
丹
波
忠
守
の
タ
ダ
モ
リ
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
言
葉
の

か
け
方
が
皮
相
的
で
強
引
で
、
お
も
し
ろ
さ
が
極
端
に
へ
る
言
い
替
え
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
く
す
ぐ
り
程
度
の
笑
い
に
な
る
。
肝
腎
な
の
は
、
謎
々
の
お

も
し
ろ
さ
で
は
な
く
、
文
章
に
よ
る
禍
、
責
任
追
及
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ

る
。「
唐
医
師
」
の
場
合
の
よ
う
な
爆
笑
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、「
唐
瓶

子
」
で
も
、
謎
々
の
笑
い
は
引
き
出
せ
る
。
し
か
も
、
最
小
の
二
字
の
入
れ

変
え
、
平
仮
名
な
ら
ば
一
字
を
加
え
る
だ
け
で
あ
る
。

更
に
も
う
一
箇
所
手
を
加
え
る
。
こ
れ
が
「
公
明
卿
（
中
略
）
な
ぞ
〳
〵

に
せ
ら
れ
け
り
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
な
ぞ
〳
〵
に
せ
ら
れ
け
る
を
」
と
続

け
る
こ
と
に
よ
り
、
公
明
卿
が
謎
々
を
出
し
て
解
い
た
こ
と
を
、
公
明
卿
は

謎
々
を
出
し
た
だ
け
と
し
た
。
謎
々
を
解
い
た
の
は
、
誰
か
わ
か
ら
な
い
が

近
習
の
一
人
と
ぼ
か
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
も
兼
好
自
身
の
こ
と
で
も
、

責
任
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
効
果
と
し
て
は
公
明
卿
の
弁
説
と
そ
の
姿
勢
を

柔
ら
げ
た
も
の
に
な
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
話
の
毒
を
柔
ら
げ
た
効
果
は
あ

る
だ
ろ
う
。
即
ち
公
明
の
謎
々
の
問
い
か
け
だ
け
の
意
地
悪
さ
に
と
ど
ま
っ

て
し
ま
う
。

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に
は
問
題
も
あ
る
。
岩
波
の
新
日
本
文
学
大
系
本
に

と
ら
れ
る
本
文
の
底（

２１
）本は
、「
現
在
最
古
の
写
本
で
あ
る
永
享
三
年
正
徹
写

本
を
用
い
た
」
と
あ
り
、
そ
の
本
文
に
「
な
ぞ
〳
〵
に
せ
ら
れ
け
り
」
と
あ

る
。
続
く
語
句
は
「
唐
瓶
子
」
で
あ
る
。
こ
の
本
文
は
「
常
縁
本
」「
烏
丸
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本
」
と
校
合
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
校
異
は
「
け
り
―
―
に
け
る
を
（
烏
）」

と
あ
る
の
み
で
、
常
縁
本
の
「
け
り
」
も
「
唐
医
師
」
も
注
記
さ
れ
て
い
な

い
。一
〇
三
段
に
つ
い
て
は
、他
に
「
忠
守
参
り
た
る
を
」
の
「
を
」
が
「
を

―
―
に
（
烏
）」
と
注
記
す
る
の
み
で
、「
人
ど
も
」
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
場
合
、
常
縁
本
の
「
唐
医
師
」
に
ふ
れ
も
せ
ず
、
注
記
も
な
い

と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
先
に
見
た
「
新
訂
本
岩
波
文
庫
」
は

底
本
を
烏
丸
本
に
し
て
い
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
本
文
を
「
唐
医
師
」
に
改
め

て
い
る
。
そ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
杜
撰
で
あ
り
、
利
用
者
に
不
親
切
な
の

で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
正
徹
本
は
常
縁
本
と
烏
丸
本
の
中
間
形
態
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
。

兼
好
に
よ
る
改
訂
版
に
つ
い
て

作
者
が
一
度
書
い
た
作
品
集
を
、
内
容
を
変
え
ず
に
（
あ
る
い
は
最
小
の

手
入
れ
で
）、
作
品
の
順
序
を
入
れ
変
え
る
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
、
そ
の

よ
う
な
作
品
が
他
に
あ
る
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。

私
は
私
自
身
で
、
徒
然
草
一
〇
三
段
の
内
容
を
検
討
し
て
つ
き
つ
め
て
見

る
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
作
者
兼
好
に
よ
る
「
改
訂
版

徒
然
草
」
の
論

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
即
ち
初
版
の
徒
然
草
で
あ
る
「
常

縁
本
」
と
改
版
の
「
烏
丸
本
」
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
は
「
正
徹
本
」
が

そ
の
中
間
形
態
に
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
頑
く
な
に
違
う
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
考
え
た
方
が
、
一
筋
縄
に

行
か
な
い
兼
好
の
性
質
・
行
動
が
か
え
っ
て
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う

な
気
が
す
る
。も
と
も
と
宗
教
者
あ
る
い
は
聖
人
と
し
て
の
兼
好
で
は
な
く
、

乱
世
の
知
識
人
と
し
て
、
来
世
・
未
来
を
先
ん
じ
て
理
解
し
、
見
通
し
て
、

自
分
の
難
を
避
け
よ
う
と
心
が
け
る
兼
好
の
方
が
、徒
然
草
の
作
者
と
し
て
、

よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

注

（
１
）
山
極
圭
司
「
徒
然
草
の
党
派
性
」『
文
学
』
岩
波
書
店
一
九
八
六
年

六
月
号
一
八
頁

（
２
）
三
木
紀
人
『
徒
然
草
（
二
）
全
四
巻
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
八
二

年
二
四
九
頁

（
３
）
木
藤
才
蔵
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
徒
然
草
』
昭
和
五
二
年
三
一
九
頁

（
４
）
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
『
新
訂
徒
然
草
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
』
一
九

九
一
年

（
５
）
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
上
巻
』
昭
和
四
二
年
角
川
書
店

（
６
）
三
谷
栄
一
・
峯
村
文
人
『
徒
然
草
解
釋
大
成
』
昭
和
四
一
年
岩
崎
書

店

（
７
）
注
２

（
８
）
注
３

（
９
）
西
尾
実
『
日
本
古
典
文
学
大
系
方
丈
記
徒
然
草
』
昭
和
三
二
年
岩
波

書
店
一
七
一
頁

（
１０
）
注
９

（
１１
）
鈴
木
棠
三
『
中
世
な
ぞ
な
ぞ
集
』
一
九
八
五
年
岩
波
文
庫
四
四
四
頁

（
１２
）
村
井
順
「
徒
然
草
の
諸
本
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
一
九

七
〇
・
三
、
四
三
二
号

（
１３
）
福
田
秀
一
・
桑
原
博
史
『
常
縁
本
徒
然
草
』
昭
和
四
二
年
大
修
館
書

店
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（
１４
）
注
３

（
１５
）
小
泉
弘
「
徒
然
草
の
鑑
賞
（
第
一
〇
一
段
〜
第
一
一
〇
段
」『
徒
然

草
講
座
第
二
巻
』
一
九
七
四
年
有
精
堂
二
〇
七
頁

（
１６
）
注
２

（
１７
）
注
２

（
１８
）
注
５

（
１９
）
注
１５

（
２０
）
注
１

（
２１
）
久
保
田
淳
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
方
丈
記
徒
然
草
』
一
九
八
九
年

岩
波
書
店

（
さ
く
ら
い
や
す
ひ
さ

元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
長
）
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