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新
出
本

『
奥
の
細
道
』

の
性
格

ー
底
本
修
正
問
題
を
め
ぐ
っ
て
曽
良
本
ヘ
ー

何
と
な
く
の
イ
メ
ー
ジ

こ
の
一
年
は
ど
の
間
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取
り
卜
げ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、

新
出
本
『
奥
の
細
道
』
に
は
あ
る
イ
メ
ー
シ
か
付
着
し
て
し
ま
っ
た
。

、
、
、

こ
れ
こ
そ
も
と
の
『
奥
の
細
道
』
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
誰
も
は
っ
ぎ
り
主
張
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
例
え
ば
週
刊
誌
な
ど
で
、
ホ
ン
モ
ノ
か
ニ
セ
モ
ノ
か
と
騒
が
れ
た
。

こ
の
時
の
ホ
ン
モ
ノ
と
は
、
厳
密
に
は
芭
蕉
真
筆
と
い
う
事
だ
け
を
意
味
す

る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
か
そ
れ
以
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

実
は
そ
れ
は
‘
ス
ク
ー
プ
当
日
（
平
成
八
年
十
一
月
二
五
日
）
か
ら
既
に

始
ま
っ
て
い
た
。

N
H
K
ニ
ュ
ー
ス
は
「
発
見
！
自
筆
原
本
」
。
翌
日
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ
プ

現
代

(
N
H
K
)
も
「
発
見
”
奥
の
細
道
“
自
筆
原
本
1
"巴
蕉
創
作
の
秘
密

に
迫
る

1
」
と
題
し
て
放
映
さ
れ
た
。
新
出
本
は
「
自
筆
原
本
」
と
呼
ば
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
午
後
七
時
の

N
H
K
ニ
ュ
ー
ス
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
櫻
井
武
次
郎
氏

中

森

康

之

か
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た

今
ま
で
底
本
と
し
て
活
字
翻
刻
な
ど
さ
れ
て
い
た
『
奥
の
細
道
』
の

本
文
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
修
止
さ
れ
る
…
…
、
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
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で
は
今
ま
で
の
『
奥
の
細
逍
』
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
一
般
に
は
、
そ
う

思
っ
た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ
プ
現

代
で
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
。

従
来
『
奥
の
細
道
』
の
写
本
は
主
に
三
つ
が
知
ら
れ
て
い
る
。
曽
良
本
・

西
村
本
・
柿
衛
本
。
最
も
古
い
の
は
曽
良
本
。
こ
れ
は
‘
芭
蕉
自
筆
本
を
弟

子
が
書
き
写
し
、
そ
れ
に
芭
蕉
自
身
が
加
筆
訂
正
し
た
も
の
。
こ
れ
ま
で
芭

蕉
自
筆
本
の
行
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
曽
良
本
が
最
も
原
文
に

近
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
西
村
本
・
柿
衛
本
は
曽
良
本
を
写
し
た
も
の
で

あ
る
。
今
回
の
本
は
そ
の
曽
良
本
の
も
と
に
な
っ
た
芭
雀
~
自
筆
本
で
あ
る
‘

と



西
村
本

今
同
の
本
↓
曽
良
本
／
柿
衛
本

こ
れ
ま
で
一
般
に
読
ま
れ
て
き
た
の
は
他
人
に
よ
る
写
し
で
、
今
回
発
見

さ
れ
た
の
が
芭
蕉
自
筆
の
原
本
と
い
う
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
原
本
」
と
い

う
の
は
書
写
関
係
上
の
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
れ
が
持
つ
本
文
が
、
正
し
い
本

文
だ
と
い
う
意
味
て
は
な
い
。
し
か
し
、
新
巾
本
は
芭
蕉

H
箪
原
本
で
、
そ

れ
に
よ
っ
て
底
本
を
修
正
で
き
る
の
だ
と
聞
け
ば
、
誰
で
も
新
出
本
こ
そ
最

も
正
し
い
本
文
を
持
つ
も
の
だ
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
従
来
底
本
と
さ
れ
て
き
た
の
は
西
村
本
で

あ
る
。
こ
れ
は
素
龍
が
清
書
し
た
も
の
だ
か
、
芭
蕉
自
身
が
題
袋

(II表
紙

の
タ
イ
ト
ル
）
を
書
き
、
最
後
の
旅
に
携
帯
し
た
。
そ
の
途
中
、
兄
半
左
衛

門
に
贈
ら
れ
、
の
ち
遺
言
に
よ
っ
て
去
来
に
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
芭
蕉
の
認
め
た
完
成
版
と
考
え
ら
れ
て
ぎ
た
。
た
だ
し
、
近
年
、
村

松
友
次
氏
に
よ
っ
て
曽
良
本
書
込
が
芭
魚
筆
で
あ
り
、
曽
良
本
こ
そ
定
稿
本

だ
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
た
。
先
の
説
明
は
そ
れ
に
依
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
さ
す
か
に
「
原
本
」
は
外
さ
れ
た
も
の
の
、
自
筆
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
「
自
筆
本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
何
と
な
く

の
イ
メ
ー
ン
作
り
を
助
け
た
よ
う
に
思
う
。
新
出
本
は
は
じ
め
文
字
通
り

「
新
出
本
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
「
芭
蕉
自
箪
草
稿
本
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い

た
か
、
す
ぐ
に
「
自
筆
本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
複
製
は
『
芭
蕉

⑥
 

自
筆
本
奥
の
細
道
』
。
岩
波
将
及
版
は
『
芭
蕉
自
筆
奥
の
細
道
』
と
い

、つ
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
自
党
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

つ
い
で
に
、
新
出
の
「
奥
の
細
道
』
を
、
わ
た
く
し
た
ち
が
「
芭
蕉

自
筆
本
」
「
自
筆
本
」
と
呼
ぶ
の
は
、
単
純
に
本
文
の
筆
写
者
と
し
て

の
把
握
で
あ
る
°
所
蔵
者
名
を
つ
け
よ
う
に
も
、
中
尾
松
泉
堂
は
書
店

で
あ
り
、
現
在
も
こ
の
書
物
は
純
然
た
る
商
品
で
あ
る
。

売
り
物
で
あ
る
か
ら
、
中
尾
氏
も
い
う
よ
う
に
、
条
件
が
整
え
は
い

つ
で
も
所
打
者
か
変
わ
る
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
書
店
名
を
本

の
名
称
に
冠
す
る
の
は
例
が
な
い
。
そ
こ
で
「
芭
蕉
自
筆
本
」
と
し
て

お
け
ば
、
将
来
に
わ
た
っ
て
無
害
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
し
だ
い
て
あ

8
 

る。

し
か
し
残
念
な
か
ら
‘
「
,H
筆
本
」
と
い
う
呼
び
名
は
‘
「
単
純
に
本
文
の

箪
写
者
と
し
て
の
把
握
」
を
越
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

C

こ
れ
は
多
く
の
関
心
を
ひ
い
た
と
い
う
意
味
で
は
よ
か
っ
た
。
し
か
し
今

と
な
っ
て
は
、
逆
に
、
新
出
本
の
性
格
を
曖
昧
に
し
、
新
出
本
を
め
ぐ
る
議

論
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

例
え
ば
真
偽
問
題
。
も
し
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
な
け
れ
ば
、
議
論
が

も
う
少
し
具
体
的
に
進
ん
で
い
た
は
す
だ
。

あ
る
い
は
櫻
井
氏
い
う
と
こ
ろ
の
底
本
本
文
の
修
正
。
こ
れ
も
き
ち
ん
と

議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
‘
曖
昧
な
ま
ま
支
持
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
本
来
も
っ
と
議
論
さ
れ
て
し
か
る
べ
苔
問
題
で
あ
る
は

ず
だ
。本

稿
で
は
こ
の
あ
た
り
を
手
か
か
り
に
新
出
本
の
性
格
を
確
認
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。
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何
と
な
く
櫻
井
説

191 

ま
ず
は
櫻
井
説
の
確
認
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
発
想
か
ら
出
た
も
の
だ
。

芭
蕉
は
、
自
ら
い
っ
た
ん
『
奥
の
細
道
』
の
清
書
を
し
た
が
、
縦
横

無
尽
の
訂
正
を
な
し
た
た
め
に
、
改
め
て
誰
か
に
写
し
な
お
さ
せ
た
。

そ
れ
が
、
現
在
「
曽
良
本
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手

元
に
返
っ
て
き
た
「
曽
良
本
」
を
、
芭
蕉
自
身
で
誤
写
を
直
し
た
り

（
朱
と
墨
で
数
度
訂
正
す
る
）
、
何
度
目
か
の
推
敲
を
加
え
た
り
し
て
、

素
龍
に
渡
し
て
清
書
を
委
ね
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
際
、
誤
写
の

生
じ
な
い
よ
う
に
、
分
か
り
に
く
い
文
字
に
読
み
な
ど
の
注
記
も
加
え

て
お
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
す
る
こ
と
で
あ
る
、
例
え
ば
、

「
象
潟
」
の
「
い
か
な
る
故
あ
る
事
に
や
」
（
第
二
二
丁
裏
）
が
「
い
か

な
る
事
に
や
」
、
「
敦
賀
」
の
「
葦
を
刈
」
（
第
三

0
丁
表
）
が
「
草
を

刈
」
と
写
さ
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
な
ど
‘
芭
蕉
の
見
落
と
し
も

生
じ
て
い
た
（
曽
良
本
書
写
子
の
誤
写
の
方
が
結
果
的
に
よ
か
っ
た
と

判
断
し
て
訂
正
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
）
。
自
分
の
文
章
で
あ

る
ほ
ど
、
文
字
を
合
わ
せ
ず
に
読
ん
で
し
ま
っ
て
誤
り
に
気
づ
か
ず
す

ま
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
校
正
を
す
る
時
に
も
経
験

oo 

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
《
鼎
談
》
で
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

（
田
中
）
た
だ
、
本
文
的
に
は
、
こ
れ
が
出
て
き
て
も
曽
良
本
が
定
稿

本
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
わ
け
で
、
よ
る
べ
き
も
の
は
曽
良
本
で
す

ね
。
芭
蕉
が
曽
良
本
に
手
を
入
れ
て
直
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
最

終
的
に
は
曽
良
本
が
最
終
的
な
決
定
稿
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
少
な
く

と
も
芭
蕉
自
筆
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
価
値
は
そ
う
い
う
こ
と
と
全

然
関
係
な
く
、
大
変
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
櫻
井
）
曽
良
本
は
前
か
ら
も
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
芭
蕉
の
決
定

稿
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
曽
良
本
に
誤
写
の
あ
る
こ
と
も
分

か
り
ま
し
た
。
曽
良
本
の
誤
り
が
た
だ
せ
ら
れ
る
。

（
田
中
）
写
し
違
い
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
「
い
か
な
る
故
あ
る
こ
と
に

や
」
の
「
故
あ
る
」
を
曽
良
本
で
は
書
き
落
と
し
て
い
る
。

（
櫻
井
）
そ
の
は
か
に
も
、
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
本
文
修
正
論
が
主
張
さ
れ
る
。
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（
櫻
井
）
こ
れ
（
新
出
本
I

注
）
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
変
わ

る
だ
ろ
う
と
い
う
曽
良
本
、
柿
衛
本
、
西
村
本
と
の
関
係
を
も
う
い
っ

ぺ
ん
洗
い
直
し
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

最
終
稿
の
芭
蕉
の
原
稿
が
残
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
。

そ
う
す
る
と
曽
良
本
の
誤
り
、
柿
衛
本
の
誤
り
、
西
村
本
の
誤
り
と
い

う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
も
う
一
度
検
討
し
て
、
一
番
正

し
い
本
文
を
つ
く
っ
て
み
た
い
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。

「
一
番
正
し
い
本
文
」
と
は
‘
「
芭
蕉
の
意
図
し
た
本
文
」
の
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
棲
井
氏
は
新
出
本
の
一
番
表
面
上
の
本
文
（
以
下
表
面
本
文
と
い

う
）
が
、
そ
の
ま
ま
で
「
一
番
正
し
い
本
文
」
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
曽
良
本
に
芭
蕉
自
身
が
書
込
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、



21 

そ
の
と
巻
‘
芭
蕉
が
誤
写
を
見
逃
し
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
が
新
出
本
に
よ

っ
て
修
正
で
き
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
＂
巴
焦
の
意
図
し
た
本
文
」

が
復
元
で
き
る
‘
と
い
う
の
だ
。

こ
の
考
え
は
‘
す
ぐ
に
教
科
書
の
本
文
訂
正
と
し
て
新
聞
に
取
り
卜
げ
ら

31 

れ
た
。
そ
れ
以
後
、
こ
れ
と
い
っ
た
異
論
も
川
な
い
ま
ま
に
、
何
と
な
く
支

41 

持
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
尾
形
伯
氏
。
氏
は
五
口
域
本

(11新
出

本

注

）

出

現

の

意

⑲
 

義
」
を
五
つ
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
引
用
は
第
三
か
ら
。

第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
従
米
、
い
わ
ゆ
る
曽
良
本
は
完
成
以
前

の
芭
蕉
の
草
稿
を
中
心
実
に
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す

が
、
今
回
出
現
し
た
野
破
本
は
ま
さ
に
そ
の
曽
良
本
の
親
本
に
当
た
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
自
筆

芹
稿
か
ら
曽
良
本
・
柿
衛
本
・
西
村
本
へ
と
、
推
敲
と
誤
写
の
両
方
を

含
み
な
が
ら
本
文
が
展
開
し
定
倍
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
詳
細
に
た
ど
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
の
結
果
、
第
四
に
、
こ
れ
ま
で
『
お
く
の
は
そ
道
』
の
最
終
決
定

稿
と
し
て
尊
軍
さ
れ
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
素
龍
清
書
本
（
西
村
本
）

の
本
文
に
つ
い
て
も
、
多
少
の
補
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

あ
る
い
は
石
堂
秀
夫
氏

実
は
、
従
来
の
定
本
の
西
村
本
に
は
七
カ
所
の
誤
写
が
あ
る
こ
と
か

判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
学
校
の
教
科
書
か
ら
、
そ
の
他
数
多
く

出
版
さ
れ
て
い
る
『
奥
の
細
道
』
の
研
究
書
は
‘
少
な
く
と
も
誤
写
の

゜

部
分
の
訂
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

た
だ
し
尾
形
氏
も
石
堂
氏
も
‘
な
ぜ
本
文
修
正
が
必
要
な
の
か
は
述
べ
て

n
 

お
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
何
か
お
か
し
い
と
感
じ
な
い
か
。
櫻
井
氏
に
よ
る
と
、
芭
蕉
に

よ
る
曽
良
本
へ
の
書
込
は
、
最
低
三
回
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

81 

（
一
同
目
が
朱
、
二
回
目
・
ニ
回
目
が
思
に
よ
る
）
。
そ
の
間
芭
蕉
自
身
か
一

度
も
訂
正
し
な
か
っ
た
筒
所
を
、
新
出
本
が
自
筆
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
修

正
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
単
な
る
芭
蕉
の
見
逃
し
で
あ
っ
て
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、

そ
う
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
は
違
う
。
曽
良
本
書
込
に
「
娯

写
を
見
逃
す
」
と
い
う
こ
と
は
存
在
し
な
い
の
て
あ
る
。

な
ぜ
か
。

- 17 

曽
良
本
書
込
の
意
味

そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
次
の
五
つ
の
点
に
つ
い
て
、
調
査
し
た
。

（
曽
良
本
本
文
↓
曽
良
本
書
込
）

A

写
し
間
違
い
↓
新
出
本
本
文
に
戻
す

B

写
し
間
違
い
↓
新
し
い
本
文
を
作
る

c
写
し
間
違
い
↓
書
込
な
く
放
置
す
る

D

正
し
く
写
す
↓
新
し
い
本
文
を
作
る

E

書
込
に
よ
っ
て
漢
字
・
仮
名
な
ど
表
記
を
耳
正
し
た
箇
所
、
読
み
な

ど
の
確
認
の
た
め
と
思
わ
れ
る
書
込
（
生
涯
の
「
涯
」
の
杏
込
な
ど
）



※
「
写
し
間
違
い
」
と
は
、
新
出
本
表
面
本
文
と
曽
良
本
本

文
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

C
は
ニ
―
頁
①
i
⑩
の
よ
う
な
、
特
に
問
題
な
い
も
の
も

含
む
。

調
査
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る

A 

一
五
ケ
所
（
朱
八
・
墨
七
）

三
ケ
所
（
朱
一
・
墨
二
）

三
一
ケ
所
（
う
ち
、
特
に
問
題
な
い
の
が
十
ケ
所
）

―
二
五
ケ
所
（
朱
一
八
・
墨
一
〇
七
）

五
三
ケ
所
（
朱
一
―
-
．
墨
三
二
）

B
 c

 

D
 

E
 

櫻
井
氏
が
い
う
誤
写
頂
し
は

A
。

C
は
見
逃
し
。

B
と
D
が
推
敲
。

E
は

本
文
の
異
同
で
は
な
い
。

さ
て
こ
の
数
字
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
は
一
回
目
書
込
に
あ
た
る
朱
の
書
込
。

A
は
八
ケ
所
。
そ
れ
に
対
し

て
見
逃
し

(C)
が
ニ
ニ
ケ
所
（
特
に
問
題
の
な
い
箇
所
を
引
い
て
も
―
二

ケ
所
）
。

こ
ん
な
杜
撰
な
誤
写
附
し
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

墨
の
書
込
を
含
め
て
も
‘

A
一
五
、

C
二
ニ
(
―
二
）
。

そ
れ
に
対
し
、

D
つ
ま
り
、
曽
良
本
が
正
確
に
写
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

芭
蕉
が
書
込
に
よ
っ
て
新
し
く
別
本
文
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
が
多
い

（
特
に
墨
は
圧
倒
的
）
。
こ
れ
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。

曽
良
本
書
込
は
‘
校
正

(II誤
写
直
し
）
で
は
な
く
‘
推
敲
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
た
だ
し

E
を
除
く
）
。
も
ち
ろ
ん
今

H
で
も
、
多
少
の
推
敲
を

含
ん
で
校
正
と
呼
ぶ
。
だ
か
ら
言
葉
は
ど
う
で
も
い
い
。
重
要
な
の
は
‘
芭

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

蕉
は
、
誤
写
を
虹
そ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

簡
単
に
言
お
う
。
芭
蕉
は
曽
良
本
書
込
の
時
、
新
出
本
を
横
に
置
か
ず
‘

OI 
h
3
 

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
曽
良
本
本
文
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
何
を
。
文
章
そ
の

h
 

も
の
の
出
来
を
、
だ
。

て
は

A
は
ど
う
か
。
そ
れ
で
も
A
だ
け
は
‘
誤
写
虹
し
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。
し
か
し
結
果
的
に
そ
う
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

①
（
新
）

（
曽
本

※
（
新
）

1
1

新
出
本

（
曽
本
）

1
1

曽
良
本
本
文

（
曽
込
）

1
1

杓
良
本
書
込

い
つ
か
は

(
1
ウ

い
つ
か
わ

(
2
オ

- 18 — 

②
（
新
）
岩
窟
に
身
を

(
4
オ
）
③
（
新
）
き
こ
え

(
6
ウ）

（

曽

本

）

岩

身

を

(
4
ウ
）
（
曽
本
）
答
こ
へ

(
8
オ）

④

（

新

）

間

に

(
7
ウ

（
曽
本
）
聞
に

(
9
ウ

⑤
（
新
）
枕
ち
か
う

(13
オ

（
曽
本
）
枕
ち
か
ふ

(16
オ

⑥

（

新

）

間

土

(14
ウ

（
曽
本
）
聞
に

(17
ウ

⑦
（
新
）

（
曽
本
）

江
上
に
帰
り
て

(14
ウ）

江
山
に
帰
り
て

(17
ウ）

⑧
（
新
）
尾
ふ
ち
の
牧

(15
ウ
）
⑨
（
新
）
霜
雪
に
朽
て

(16
ウ）

（
曽
本
）
尾
ふ
ち
の
巻

(19
オ
）
（
曽
本
）
霜
雪
に
描
て

(20
オ）



⑩
（
新
）

（
曽
本
）

あ
や
う
き
め
に
も
あ
ふ
へ
き
日

あ
や
ふ
き
め
に
も
あ
ふ
つ
き
日

(17
ウ）

(21
オ）

⑪
（
新
）
岩
上
の
院
々

(18
ウ
）
⑫
(
新
）
心
を
や
は
ら
け

(19
オ）

（
曽
本
）
岩
歩
院
も

(22
ウ
）
（
曽
本
）
心
を
や
わ
ら
け

(22
ウ）

⑬

（

新

）

奇

石

(26
ウ
）
⑭
(
新
）
世
に
し
ら
る
功
名
の
後

(27
オ）

（
曽
本
）
奇
名

(30
ウ
）
（
曽
本
）
冊
に
し
ら
る
切
名
の
後

(31
オ）

⑮
（
新
）
＋
と
せ
余
り
也

(28
ウ

（
曽
本
）
＋
と
せ
余
り
や

(33
オ

※
朱
は
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑪
⑬

ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
単
な
る
語
句
や
表
記
の
訂
正
と
見

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
⑪
な
ど
は
誤
写
た
と
気
付
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
芭
蕉
は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
か
誤
写
だ
か
ら
訂
正
し
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
箇
所
の
語
句
や
表
記
が
お
か
し
か
っ
た
か
ら
訂
正
し
た
の
だ
。
結
果
的

に
新
出
本
と
一
致
し
て
い
る
だ
け
で
、
も
し
必
要
な
ら
、
別
本
文
を
作
っ
て

も
一
向
に
差
し
支
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

B
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

①
（
新
）
城
存
に
し
て
•
青
々
た
り

(
1
6オ）

（
曽
本
）
城
春
に
し
て
•
青
ミ
た
り

(
1
9ウ）

（
曽
込
）
城
春
に
し
て
草
青
ミ
た
り

書
込
は
朱
゜
櫻
井
氏
は
「
芭
蕉
自
身
、
こ
こ
に
誤
写
か
牛
じ
て
い
た
と
知

っ
た
上
で
本
文
を
改
め
た
の
か
、
知
ら
す
に
改
め
た
の
か
、
知
る
由
も
な

31 
n
3
 い

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
。

ま
す
「
知
っ
た
上
で
」
な
ら
‘
芭
蕉
は
自
覚
的
に
新
出
本
本
文
を
捨
て
た

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
は
‘
推
敲
。

「
知
ら
す
に
改
め
た
」
場
合
。
そ
れ
は
芭
蕉
に
、
始
め
か
ら
誤
写
直
し
の

慈
識
が
な
く
、
新
出
本
を
参
照
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
芭
蕉
の
意

識
は
こ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
出
本
を
参
照
し
て
誤
写
を

直
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
に
気
付
か
す
「
草
」
を
補
っ
た
と
は
非
常

に
考
え
に
く
い
（
も
ち
ろ
ん
可
能
性
ゼ
ロ
で
は
な
い
け
れ
ど
）
。

芭
蕉
は
「
青
ミ
」
を
「
青
々
」
に
訂
止
せ
す
、
「
草
」
を
補
っ
た
。
そ
れ

は
「
城
春
に
し
て
青
ミ
た
り
」
（
曽
本
）
で
は
お
か
し
い
と
感
じ
、
し
か
も

「
城
春
に
し
て
青
々
た
り
」
（
新
）
が
最
適
だ
と
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

意
識
的
で
あ
れ
、
無
窓
識
的
で
あ
れ
、
芭
蕉
は
新
出
本
本
文
を
採
用
し
な

か
っ
た
。
芭
蕉
は
、
そ
の
時
の
感
性
に
よ
っ
て
、
最
良
と
思
う
文
章
を
作
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

②
（
新
）

（
曽
本
）

（
曽
込
）

さ
す
か
に
打
捨
て
か
た
く
日
々
路
頭
の
煩
と
な
・
る
こ
そ
(
2
ウ）

さ
す
か
に
打
捨
て
か
た
く
・
・
路
頭
の
煩
と
な
・
る
こ
そ
(
3
オ）

さ
す
か
に
打
捨
て
か
た
く
て
・
路
頭
の
煩
と
な
れ
る
こ
そ

書
込
は
両
力
と
も
墨
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
上
野
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
‘
こ
の
整
形
は
、

[
H
々
」
を
含
む
「
日
筆
本
」
の
本
文
が

- 19― 



手
近
に
な
く
て
‘
芭
蕉
自
身
も
思
い
出
す
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
‘
誤
脱

の
あ
る
「
曽
良
本
」
の
本
文
に
対
し
て
の
み
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か

りn
 

ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
推
測
で
あ
る
。

51 
5
U
1
 

も
ち
ろ
ん
「
手
近
に
な
」
か
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
①

同
様
、
芭
蕉
は
文
章
の
違
和
感
を
な
く
す
た
め
に
「
て
」
と
「
れ
」
を
補
っ

た
。
そ
の
と
き
芭
蕉
が
頼
り
に
し
た
の
は
、
原
稿
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

③
（
新
）
仏
頂
和
尚
の
山
山
居
の
跡
有

(
5
ウ）

（
珀
日
本
）
仏
頂
和
尚
の
•
山
居
の
跡
有
(
6ウ
）

（
曽
込
）
仏
頂
和
尚
・
・
山
居
の
跡
有

書
込
は
黒
↑
。
こ
こ
も
基
本
的
に
は
同
じ
だ
が
、
新
出
本
は
「
仏
頂
和
尚
の

山
」
で
改
行
が
あ
り
、
も
と
も
と
芭
蕉
は
（
曽
本
）
の
よ
う
に
書
こ
う
と
し

n
 

り

て
い
た
可
能
性
も
大
き
い
。
そ
れ
を
史
に
（
曽
込
）
が
、
「
の
」
を
省
い
た

の
は
、
文
章
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る
た
め
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
‘
曽
良
本
書
込
に
誤
写
直
し
と
い
う
幸
息
識
は
な
く
‘

芭
蕉
は
始
め
か
ら
推
敲
を
し
て
い
た
の
だ
。
曽
良
本
書
込
に
誤
写
の
見
逃
し

が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
も
‘
こ
の
意
味
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
何
が
引
ぎ
出
せ
る
か
。
ま
ず
‘
曽
良
本
は
新
出
本
が
未

完
成
の
ま
ま
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、

そ
の
原
稿

(11新
出
本
）
は
も
は
や
不
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

出
本
は
芭
蕉
に
は
不
要
の
本
だ
っ
た
、
一
度
は
っ
き
り
、
そ
う
言
っ
て
お
い

て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
新
出
本
そ
の
も
の
に
価
値
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

逆
だ
。
何
と
な
く
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
新
出
本
の
性
格
を
曖
昧
に
し
な

い
た
め
で
あ
る
。

で
は
新
出
本
の
性
格
を
ど
う
言
え
ば
い
い
か
。

四

新
出
本
の
性
格

新
出
本
の
性
格
を
は
じ
め
に
規
定
し
た
の
は
、

本
奥
書
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
た
井
筒
屋
版

丈
真
舶
の
書
‘
門
人
野
域
か
許
に
有
。
伊
稿
の
書
故
、
文
章
所
々
相
違

す。こ
の
よ
く
引
用
さ
れ
る
奥
書
は
謎
に
満
ち
て
い
る
。
日
付
か
な
い
‘
署
名

が
な
い
。
あ
る
い
は
引
用
部
分
の
情
報
源
。
誰
か
野
域
所
持
の
本
を
「
草
稿

の
書
」
と
認
定
し
た
の
か
。
「
文
章
所
々
相
違
す
」
る
の
を
確
か
め
た
の
は

誰
か
。
去
来
か
野
披
か
井
筒
屋
か
、
あ
る
い
は
芭
蕉
自
身
の
言
に
よ
る
も
の

りm
 

か
。
ま
た
ま
た
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
の
か
。

さ
て
、
現
代
に
お
い
て
も
、
新
出
本
は
何
度
も
草
稿
本
と
呼
ば
れ
た
。
し

か
し
そ
の
立
息
味
は
や
や
誤
解
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
ぢ
る
を
得
な
い
。

⑳
 

い
つ
で
も
‘
臆
し
い
貼
り
紙
・
訂
正
、
あ
る
い
は
各
丁
の
行
数
の
不
一
致
と

、
、
、
、
、
、

い
う
、
外
見
に
よ
っ
て
、
そ
う
呼
ば
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

で
は
本
文
は
ど
う
な
の
か
。
表
面
本
文
は
‘
推
敲
の
末
、
完
成
し
た
本
文

91 
り

な
の
か
、
そ
れ
と
も
推
敲
途
中
の
未
完
成
本
文
な
の
か
。

は
じ
め
「
芭
蕉
自
筆
草
稿
本
」
と
呼
ん
だ
櫻
井
氏
も
‘
訂
正
前
の
本
文
は

推
敲
途
中
の
本
文
で
、
表
面
本
文
は
‘
一
旦
は
完
成
さ
れ
た
本
文
だ
と
考
え

て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。
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あ
る
い
は
井
本
豊
一
氏
も
新
出
本
を
箪
稿
本
と
呼
ば
れ
た
か
、
曽
良
本
を

⑳
 

「
自
分
用
の
清
書
本
（
定
稿
）
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
や
は
り
表
面
本
文
は
一
且
は
完
成
さ
れ
た
も
の
と
考

え
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
推
敲
豚
し
い
本
か
あ
り
、
そ
れ
を

写
し
た
本
も
存
在
す
る
。
誰
で
も
、
完
成
し
た
か
ら
こ
そ
写
さ
せ
た
の
だ
と

考
え
る
の
が
自
然
と
い
う
も
の
だ
。

し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

新
出
本
は
木
完
成
の
ま
ま
曽
良
本
に
写
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
祈
出
本

13 

は
‘
表
面
本
文
ま
で
を
含
め
て
、
ま
る
ご
と
草
稿
本
な
の
で
あ
る
。

そ
の
謡
味
で
、
私
は
、
新
出
本
を
「
自
筆
本
」
で
は
な
く
‘
草
稿
本
と
呼

ん
だ
方
か
い
い
よ
う
に
思
う
。
す
で
に
誤
解
を
含
ん
で
草
稿
本
と
言
わ
れ
て

い
る
以
上
、
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
自
筆
本
」

と
呼
ぶ
よ
り
は
、
古
か
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
自
筆
芍
稿
本
」

で
も
い
い
か
、
草
稿
本
は
日
筆
に
ぎ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
新
出
本
と
曽
良
本
と
の
関
係
も
も
う
一
度
考
え
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
前
に
、
底
本
修
正
問
題
に
決
済
を

付
け
て
お
こ
う
。

五

本

文

は

修

正

す

ぺ

き

で

な

い

す
で
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
、
底
本
本
文
は
修
正
す
べ
き
で
は
な
い
。

た
か
、
今
ま
で
述
べ
て
ぎ
た
の
は
‘
ま
だ
一
般
論

(11原
則
論
）
に
過
ぎ
な

い
。
や
は
り
具
体
的
に
見
て
お
く
必
要
か
あ
る
だ
ろ
う
。

A
は
曽
良
本
書
込
と
新
川
本
が
同
一
な
の
で
問
題
外
。

B
も
既
に
見
た
。

こ
れ
ら
を
新
出
本
本
文
に
戻
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。

そ
し
て
圧
倒
的
に
多
い

D
。
こ
こ
は
曽
良
本
本
文
が
止
し
く
写
し
た
に
も

か
か
わ
ら
す
‘
芭
蕉
が
手
を
加
え
た
の
だ
か
ら
、
同
様
で
あ
る
。
一
番
有
名

な
も
の
を
一
例
だ
け
。

（
新
）
あ
な
た
ふ
と
青
莱
若
葉
の

H
の
光

(
3
ウ）

（
曽
本
）
あ
な
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

(
4
オ）

（
曽
込
）
あ
ら
た
う
と
青
葉
若
策
の
日
の
光
（
「
ら
」
は
朱
）

残
る
は

C
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
ぜ
ひ
言
っ
て
お
き
た
い
。

『
奥
の
細
道
』
の
本
文
と
し
て
と
ち
ら
か
適
当
か
と
い
う
こ
と
と
、
文
章

、
、
、
、

的
に
見
て
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
別
の
話
で
あ
る
。

修
正
す
べ
各
だ
と
い
う
主
張
の
裏
に
は
、
そ
ち
ら
の
は
う
が
文
章
的
（
文
学

的
）
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
が
あ
る
。
し
か
し
芭
蕉
は
‘
い
つ
で
も
現

代
か
ら
見
て
優
れ
て
い
る
方
を
選
択
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

g
 

ま
す
は
、
特
に
間
題
な
い
も
の
か
ら
あ
げ
る
。
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①
（
新
）
逍
雌
神

(
1
ウ

（
曽
本
）
道
祖
神

(
1
ウ

②
（
新
）
か
す
に

(
1
ウ

（
曽
本
）
幽
に

(
2
オ）

③
（
新
）
見
る
か
こ
し

(
6
オ）

（
曽
本
）
見
る
か
こ
と
し

(
7
オ

④
（
新
）
栗
と
い
ふ
文
字
は
栗
の
木
と
書
て

(
7
ウ）

（
曽
本
）
栗
と
い
ふ
文
字
は
西
の
木
と
書
て

(
9
ウ）



⑤
（
新
）
道
祖
神

(10
オ

（
曽
本
）
道
祖
神

(12
ウ

⑦
（
新
）

（
曽
本
）

⑥
（
新
）
安
直
ス

(16
ウ

（
曽
本
）
安
置
ス

(20
オ

和
泉
の
三
郎

(13
ウ
）
⑧
(
新
）
漸
々

(
2
ウ）

和
泉
三
郎

(16
ウ

）

（

曽

本

）

漸

(
2
ウ）

⑨
（
新
）
断
リ
な
り

(
6
ウ

（
曽
本
）
断
な
り

(
8
オ）

⑩
（
新
）
漸
々

(15
ウ

（
曽
本
）
漸

(19
オ）

①
か
ら
⑥
ま
で
は
、
自
筆
本
の
明
ら
か
な
誤
り
を
訂
正
し
た
も
の
。
そ
れ

以
降
も
特
に
問
題
な
い
。
検
討
を
要
す
る
の
は
次
の
例
で
あ
る
。

⑪

（

新

）

箕

張

(
7
オ）

（
曽
本
）
三
春

(
8
ウ）

※
（
新
）
の
張
り
紙
の
下
に
は
「
三
春
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て

い
る
の
で
、
結
構
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
ど
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑫
（
新
）
物
、
影

(
7
オ

（
曽
本
）
物
影

(
9
オ）

⑬

（

新

）

其

後

(15
オ）

（
曽
本
）
其
後
二

(18
オ

⑭
（
新
）
緒
た
え
の
橋

(15
オ）

（
曽
本
）
緒
と
え
の
橋

(18
ウ）

※
正
し
く
は
「
緒
た
え
の
橋
」
。
西
村
本
は
「
緒
た
え
の
橋
」
。

⑮
（
新
）
漸
に
し
て

(17
オ

（
曽
本
）
漸
と
し
て

(20
ウ

⑯
（
新
）

（
曽
本
）

月
山
に
登
ル
に

(20
オ
）
⑰
(
新
）

月
山
に
登
ル

(24
オ

）

（

曽

本

）

俳
詣

(21
ウ）

非
旨

5
ウ）

至
口
1

一"
n
(
2
 

⑱
（
新
）

（
曽
本
）

い
か
な
る
故
あ
る
事
に
や

(22
ウ）

い
か
な
る
事
に
や

(26
ウ）
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⑲
（
新
）
年
老
た
る

(24
オ

（
曽
本
）
年
寄
た
る

(28
オ

⑳
（
新
）
行
末
し
ら
ぬ
旅
路
の
う
さ
あ
ま
り
党
束
な
う

(24
ウ）

（
曽
本
）
行
衛
し
ら
ぬ
旅
路
の
う
さ
あ
ま
り
覚
束
な
う

(28
ウ）

※
上
野
氏
に
よ
る
と
「
は
る
か
な
る
行
末
を
か
、
え
て
か
：
る
病

覚
束
な
し
」
（
新
・

JL
ウ
）
と
の
対
応
上
、
「
行
末
」
の
は
う
が

3
 

3
 

味
わ
い
深
い
と
の
こ
と
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
芭
蕉
自
身

は
そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
。
そ
の
対

応
を
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
な
ら
そ
の
ま
ま
に
す
る
は
す

か
な
い
。



⑳

（

新

）

俳

諧

(26
ウ）

（
曽
本
）
誹
諧

(31
オ）

※
曽
本
良
本
で
は

2
カ
所
、
俳
諧
が
誹
諧
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

⑰
同
様
こ
こ
も
芭
蕉
は
気
付
い
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
可
能
性
か

高
い
。

⑫
（
新
）
葦
を
刈

(30
オ

（
曽
本
）
草
を
刈

(34
オ

さ
て
、
こ
れ
ら
の
中
に
、
原
則
（
一
般
論
）
を
曲
げ
て
ま
で
、
何
と
し
て

で
も
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
文
章
的
に
新
用
本
の
方
が
い
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
別
の
話
で
あ
る
。
曽
良
本
書
込
の
時
、
何
度
も
本
文
を
読
ん

で
、
そ
れ
で
も
違
和
感
か
な
か
っ
た
か
ら
直
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
そ
の
時
の
芭
蕉
の
感
性
な
の
だ
。

例
え
ば
⑫
。
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
は
竹
良
本
本
文
を
無
意
識
に
「
葦
」
と
思
い

込
ん
で
い
た
こ
と
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
同
様
に
、
「
草
」

と
読
ん
で
、
な
お
か
つ
虹
さ
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

前
者
で
あ
る
こ
と
が
完
全
に
証
明
出
来
な
い
限
り
、
い
ま
さ
ら
私
た
ち
が
修

正
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。

も
し
定
稿
を
「
葦
」
に
修
正
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
文
章
に
対
す
る
芭
蕉
の

感
性
や
こ
だ
わ
り
を
議
論
す
る
機
会
を
、
逆
に
奪
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
る
時
期
芭
蕉
が
そ
う
書
い
て
い
た
こ
と
の
音
i

味
は
大
き
い
。

し
か
し
そ
れ
は
推
敲
段
階
の
あ
る
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
が
誤
写
に
よ

り
生
じ
た
と
し
て
も
‘
芭
蕉
自
身
の
感
性
が
許
し
た
の
だ
か
ら
、
「
葦
」
を

定
稿
と
し
て
採
る
べ
苔
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
必
要
な
ら
こ
れ
ら
の
箇
所
は
‘

定
稿
に
注
記
す
れ
ば
い
い
。
し
か
し
あ
く
ま
で
汀
記
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ

る。
で
は
結
局
「
奥
の
細
道
』
の
定
稿
本
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
曽
良
本
（
書

込
）
か
西
村
本
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
。

51 
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現
在
は
曽
良
本
優
勢
。
も
ち
ろ
ん
十
分
な
理
が
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
西
村
本
と
い
う
考
え
も
捨
て
が
た
い
の
で
あ
る
。
西
村
本

に
は
誤
写
が
あ
り
、
曽
良
本
書
込
が
芭
蕉
自
身
に
よ
る
最
終
稿
だ
と
し
て
も
、

で
あ
る
。
芭
蕉
自
身
、
本
と
し
て
は
あ
く
ま
で
西
村
本
が
完
成
本
だ
と
考
え

た
か
ら
、
自
ら
題
簑
を
書
き
所
持
し
た
。
早
い
話
が
西
村
本
の
誤
り
は
‘
芭

蕉
の
許
せ
る
範
囲
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
西
村
本
に
は
‘

芭
蕉
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
許
せ
な
い
誤
り
は
、
な
い
、
の
い
。

そ
れ
に
も
っ
と
大
事
な
こ
と
。
そ
も
そ
も
芭
蕉
に
、
決
定
稿
と
い
う
意
識

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
決
定
稿
と
い
う
―
つ
を
想
定
し
て
い
た
の

か
、
そ
れ
と
も
、
俳
諧
な
の
だ
か
ら
、
決
定
稿
は
複
数
あ
っ
て
い
い
と
考
え

りh3
 

て
い
た
の
か
。

こ
れ
は
も
っ
と
議
論
が
必
要
だ
ろ
う
。
た
だ
、
本
稿
で
は
‘
い
す
れ
に
し

て
も
、
そ
の
本
文
を
、
一
箇
所
た
り
と
も
、
新
卍
本
に
よ
っ
て
修
正
す
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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...... 
ノ‘

曽
良
本
と
は
何
か

最
後
に
曽
良
本
と
は
何
か
。
新
出
本
と
の
関
係
で
そ
れ
を
論
じ
て
お
ら
れ

る
の
は
二
人
。
い
ず
れ
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
私
も
先
の
検
討
を
跨

ま
え
て
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
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ま
す
井
本
農
一
氏
。
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
。

新
出
本
は
始
め
清
苫
の
つ
も
り
で
書
き
始
め
ら
れ
た
（
第
一
次
清
書
本
）
。

し
か
し
そ
こ
に
手
を
人
れ
た
た
め
序
稿
本
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
そ

れ
を
自
分
用
に
清
書
し
て
も
ら
っ
た
の
か
曽
良
本
（
第
二
次
清
書
本
）
。
が
、

そ
こ
に
も
芭
蕉
は
手
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度
清
書
を
思
い

つ
き
、
素
龍
に
依
頼
し
た
（
第
三
次
消
書
本
）
。

こ
の
考
え
か
、
新
出
本
表
面
本
文
か
完
成
本
文
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て

い
る
こ
と
、
「
＂
早
稿
本
」
と
い
う
の
か
本
文
で
は
な
く
本
の
外
見
に
つ
い
て

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

こ
の
考
え
の
特
徴
は
‘
そ
の
都
度
清
書
を
思
い
つ
い
た
と
す
る
点
に
あ
る
。

し
か
し
こ
の
考
え
で
は
‘
曽
良
本
だ
け
か
半
紙
本
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
つ

か
な
い
。
そ
こ
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
の
は
櫻
井
氏
で
あ
る
。

（
櫻
井
）
こ
こ
か
ら
は
憶
測
な
の
で
す
が
、
丁
寧
に
清
書
し
た
つ
も
り

で
も
‘
誤
り
が
方
々
に
で
ぎ
る
。
そ
の
上
、
見
て
い
る
う
ち
に
ま
た
手

を
い
れ
た
く
な
る
。
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
誰
か
に
清
書
を

頼
み
た
い
と
思
う
が
、
訂
正
の
多
い
こ
の
ま
ま
で
渡
す
の
も
何
だ
か
ら

誰
か
が
写
し
直
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃

に
よ
く
出
入
り
し
て
い
た
利
牛
か
に
頼
ん
だ
。
（
中
略
）
さ
て
、
戻
っ

て
き
た
写
本
の
中
に
読
め
て
い
な
い
字
も
あ
る
。
芭
蕉
は
チ
ェ
ソ
ク
し

て
い
っ
た
の
で
す
か
、
そ
の
途
中
で
ま
た
州
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
曽
良
本
で
す
。
こ
れ
だ
け
が
半
紙
本
で
あ

91 
り

る
の
も
‘
什
上
げ
の
本
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

新
出
本
は
ひ
と
ま
す
完
成
し
た
と
芭
蕉
は
考
え
た
。
井
本
氏
と
同
じ
。
こ

の
先
が
違
う
。
そ
れ
を
清
書
し
て
も
ら
お
う
と
思
う
か
、
そ
の
ま
ま
で
は
汚

く
て
気
か
ひ
け
る
の
で
、
消
書
用
の
原
稿
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
が
曽

良
本
。
つ
ま
り
曽
良
本
は
清
書
の
た
め
の
原
稿
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

曽
良
本
の
段
階
で
正
式
な
清
書
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

私
は
櫻
井
説
に
賛
成
す
る
。
そ
れ
だ
と
曽
良
本
だ
け
が
半
紙
本
だ
と
い
う
こ

と
も
説
明
で
き
る
し
、
曽
良
本
の
朱
の
書
込
は
、
そ
ん
な
雰
囲
気
を
持
っ
て

い
る
。た

だ
し
疑
間
か
残
る
。
新
出
本
は
完
成
本
文
で
は
な
い
し
、
誤
写
チ
ェ
ソ

ク
も
し
て
い
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
に
第
一
、
新
出
本
は
そ
の
ま

ま
清
書
を
依
頼
す
る
の
が
気
が
引
け
る
は
ど
、
汚
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
し
芭
蕉
か
新
出
本
を
清
書
し
た
か
っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
ま
ま
清
書
原

稿
に
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
は
う
が
よ
っ
ぽ
ど
安
全
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
＂
巴
蕉
は
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
曽
良
本
を
写
さ
せ
て

お
い
て
、
更
に
推
敲
を
続
け
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
‘
曽
良
本
は
、
更
に

文
章
を
吟
味
す
る
（
推
敲
）
た
め
の
上
台
と
し
て
写
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
誤
写
は
覚
悟
の
上
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
始
め
か
ら
手
を
入
れ

る
の
は
折
り
込
み
済
み
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
ど
神
経
質
に
な
る
必
要
は
な

い
。
更
に
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
読
ん
で
み
て
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
を
直
せ
ば
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
新
出
本
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
推
敲
を
続
け
な
か
っ
た
の
か
。
お

そ
ら
く
新
出
本
は
何
度
も
推
敲
を
重
ね
て
き
た
の
で
、
目
を
変
え
た
か
っ
た
‘

清
書
前
に
、
目
を
変
え
て
、
気
分
一
新
、
文
章
チ
ェ
ノ
ク
を
し
た
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
れ
は
全
く
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
。

曽
良
本
は
「
自
分
用
の
清
書
」
（
井
本
氏
）
で
も
、
そ
の
ま
ま
消
書
用
原
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稿
に
す
る
べ
く
写
さ
れ
た
も
の
（
櫻
井
氏
）
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

書
込
は
、
結
果
的
に
書
ぎ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
‘
始
め
か
ら
予
定

さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
出
本
が
未
完
成
本
文
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
れ
を
写
し
た
曽
良
本
で
芭
蕉
が
推
敲
を
続
け
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
曽
良
本
だ
け
が
半
紙
本
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
‘
曽
良
本
は
‘

清
書
用
原
稿
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
推
敲
継
続
の
上
台
を
目
的
と
し

て
写
さ
れ
た
本
だ
と
い
う
の
が
、
現
在
の
私
の
仮
説
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
新
出
本
と
苗
日
良
本
は
、
本
来
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
新

出
本
に
全
面
貼
り
紙
を
し
て
、
曽
良
本
本
文
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
分
か
り
や

す
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七

お

わ

り

に

本
稿
は
新
出
本
か
芭
蕉
自
筆
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
な

か
ら
‘
万
が
一
‘
tJ
筆
で
な
く
と
も
、
そ
れ
か
芭
蕉
自
箪
の
完
全
無
欠
の
写
し

mw 

で
あ
れ
ば
何
ら
問
題
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
筆
跡
集
と
い
う
価
値
は
諦
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
。
た
だ
私
た
ち
は
‘
そ
ん
な
完
璧
な
写
し
は
あ
り

得
な
い
と
知
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
真
偽
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
と
思
う

の
だ
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
は
完
全
決
焙
が
つ
き
そ
う
に
な
い
し
、
そ
う
性

急
に
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
す
は

自
筆
（
あ
る
い
は
極
め
て
精
度
の
高
い
写
し
）
を
前
提
と
し
て
‘
考
え
ら
れ

る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。

あ
る
い
は
そ
れ
以
外
に
も
本
稿
で
は
‘
い
く
つ
か
の
こ
と
を
前
提
と
し
て窃

い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
本
当
は
一
々
検
討
を
要
す
る
。
例
え
ば
諸
本
関
係
。

31 
14 

曽
良
本
書
込
の
筆
者
。
本
当
に
芭
蕉
で
い
い
の
か
。
ま
た
曽
良
本
書
込
の
朱

4

1

5

1

 

14

“" 

と
黒
＇
は
ど
ち
ら
が
先
か
。
墨
は
何
回
に
渡
る
の
か
。
杓
良
本
は
な
ぜ
三
一
丁

裏
だ
け
付
箋
貼
り
紙
で
訂
正
し
て
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
柿
衛
本
と
西
村
本

61 
け

は
ど
ち
ら
が
先
な
の
か
。
そ
し
て
決
定
稿
に
対
す
る
芭
蕉
の
考
え
は
。

こ
の
あ
た
り
を
今
後
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

新
出
本
は
、
『
奥
の
細
道
』
推
敲
過
程
を
し
る
以
外
に
も
‘

議
論
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

注m
い
く
つ
か
の
新
聞
で
も
「
原
本
」
と
呼
は
れ
た
。
例
え
ば
読
売
新
聞
・
日
本
経

済
新
聞
・
産
経
新
聞
・
東
京
新
聞
な
ど
。

②
「
曽
良
本
『
お
く
の
は
そ
道
』
の
検
討
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
十
年
八

月
）
の
ち
、
『
曽
良
本
『
お
く
の
は
そ
道
』
の
研
究
』
（
昭
和
六
三
年
二
月
笠
間

書
院
）
。

③

平

成

JL
年
一
月
二
九
日
放
送
(
N
H
K
)
の
E
T
V
8
の
タ
イ
ト
ル
は
「
原

本
」
か
と
れ
て
「
よ
み
か
え
っ
た
自
筆
本
『
奥
の
細
道
」

I
芭
蕉
創
作
の
秘
密
を

探
る

I
」。

①
例
え
ば
棲
井
武
次
郎
氏
·
田
中
善
信
氏
•
雲
英
末
雄
氏
「
《
鼎
談
》
新
出
本

『
奥
の
細
道
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
文
学
』
平
成
九
年
一
月
十
日
岩
波
書
店
）
。
な

お
以
下
《
鼎
談
》
と
呼
ぶ
。

固
櫻
井
武
次
郎
氏
稿
毎
H
新
聞
平
成
八
年
十
二
月
四
H
゜

⑥
平
成
八
年
十
一
月
中
尾
松
泉
堂
書
店
。

⑦
平
成
九
年
一
月
岩
波
書
店
。

⑧
上
野
洋
三
氏
『
芭
蕉
自
箪
『
奥
の
細
道
」
の
謎
」
（
平
成
九
年
七
月
二
見
書

＿
堕
一
八
0
頁
。
以
下
『
謎
』
と
呼
ふ
。

⑨
櫻
井
氏
は
「
最
低
限
度
の
考
証
と
問
題
点
の
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
、
多
く
の

研
究
者
と
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
今
後
の
研
究
を
始
め
た
い
」
（
複
製
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解
説
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
櫻
井
説
と
呼
ぶ
の
は
不
当
か
も
し
れ
な
い
が
、

敢
え
て
そ
う
呼
ぶ
。
ま
た
、
極
め
て
早
い
段
階
で
、
井
本
農
一
氏
も
、
櫻
井
氏
と

同
様
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
（
東
京
新
聞
平
成
八
年
十
二
月
三

H
)
。

⑩
岩
波
普
及
版
解
説
「
芭
蕉
自
筆
「
奥
の
細
道
』
に
つ
い
て
」
。

仰
注
⑩
に
同
じ
。

⑫
上
野
氏
に
よ
る
と
最
低
八
箇
所
（
「
謎
』
一
八
一
頁
）
。

⑬
東
京
新
聞
（
平
成
八
年
十
一
月
一
一
七

H
・
九
年
二
月
三
日
）
。
た
だ
し
櫻
井
説

と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。

⑭
櫻
井
氏
は
、
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
「
本
文
を
す
ぐ
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
」
（
『
芭
蕉
自
筆
『
奥
の
細
道
」
の
顛
末
」
平
成
九

年
十
月

P
H
P
研
究
所
―
―
八
頁
。
以
下
『
顛
末
』
と
呼
ぶ
）
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
底
本
修
正
と
い
う
こ
と
は
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
お
ら
れ
な
い
。

⑮
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
j

を
語
る
j

(
平
成
九
年
六
月
角
川
書
店
）
―
二
七
頁
。

以
下
「
語
る
』
と
呼
ぶ
。

⑯
「
『
奥
の
細
道
」
行
脚
の
謎
再
考
」
（
「
歴
史
と
旅
』
平
成
九
年
七
月
秋
田
書

店）。

仰
上
野
洋
三
氏
も
こ
の
問
題
に
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
た
。
た
だ
し
氏
は
自
身
の
見

解
を
示
し
つ
つ
も
、
問
題
提
起
に
と
ど
め
て
お
ら
れ
る
。

⑱
『
顛
末
』
（
七
十
頁
）
。

⑲
曽
良
本
が
写
し
間
違
っ
た
と
こ
ろ
を
、
書
込
に
よ
っ
て
新
出
本
本
文
に
戻
し
た

箇
所
と
い
う
意
味
。
本
稿
で
は
始
め
に
写
さ
れ
た
曽
良
本
の
本
文
を
、
曽
良
本
本

文
と
呼
ぶ
。

⑳
こ
れ
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
上
野
氏
に
指
摘
が
あ
る
（
東
京
新
聞
平
成
九
年

二
月
三

H
)
。
な
お
、
「
謎
」
一
七
七
頁
で
は
‘
詳
し
く
、
新
出
本
が
、
曽
良
本
筆

写
者
（
利
牛
と
す
る
）
か
ら
芭
蕉
に
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
し
、
自
ら

「
楽
し
い
空
想
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
度
も
返
却
さ
れ
な
か
っ
た

の
か
、
返
却
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
芭
蕉
は
そ
れ
を
参
照
し
な
か
っ
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
。

仰
曽
良
本
に
細
か
く
打
た
れ
た
朱
の
句
読
点
や
返
り
点
な
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
雰

囲
気
を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

四
こ
の
箇
所
、
（
曽
込
）
は
「
閑
」
字
を
使
用
。

四
「
顛
末
J

I

―
八
頁

⑳
「
謎
』
一
八
三
頁

⑳
注
⑳
参
照
。

⑳
検
討
会
（
大
阪
俳
文
学
研
究
会
）
で
上
野
氏
が
、
新
出
本
は
何
か
を
写
し
た
と

い
う
よ
り
は
、
一
気
に
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
こ
こ
の

例
と
か
、
あ
る
い
は
二
二
貝
②
③
④
な
ど
は
、
何
か
を
写
し
た
と
き
に
発
生
す
る

誤
り
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
棲
井
氏
や
尾
形
氏
（
『
語
る
』
一
三
四
頁
）
は
新
出

本
の
元
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
お
考
え
だ
。
今
後
検
討
し
た
い
。

⑰
玉
城
司
氏
は
こ
の
奥
書
に
触
れ
て
「
井
筒
屋
は
芭
蕉
本
の
行
方
に
関
心
を
抱
き
、

そ
の
情
報
を
的
確
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

〔
「
専
門
書
輝
ー
俳
書
関
係
ー
「
続
猿
蓑
」
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て
」
「
国
文
学
」
平

九
年
九
月
十
日
学
燈
社
）
。

⑳
『
謎
」
四
七
頁

闘
た
だ
し
井
本
農
一
氏
が
初
コ
メ
ン
ト
の
段
階
で
「
こ
れ
が
『
奥
の
細
道
」
の
最

終
的
な
形
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
研
究
し
な
い
と
わ
か
ら
ぬ
」
（
東
京
新
聞

平
成
八
年
十
一
月
二
六

H
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
上
野
氏
に
「
『
曽
良
本
」

以
降
の
本
文
の
ほ
う
が
完
成
度
が
高
い
」
（
「
謎
』
一
三
一
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。
な
お
、
井
筒
屋
版
本
は
、
奥
書
に
い
う
「
文
章
」
が
、
表
面
本
文
を
指
す
は

ず
だ
か
ら
、
そ
れ
を
も
含
め
て
「
草
稿
」
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

⑳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』
（
平
成
九
年
九
月
二
十
日
小

学
館
）
。

⑳
も
ち
ろ
ん
田
中
善
信
氏
や
雲
英
末
雄
氏
（
〈
鼎
談
〉
）
、
尾
形
佑
（
『
語
る
」
一

三
三
頁
）
、
井
本
氏
（
『
松
尾
芭
蕉
集
②
」
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
新
出
本
は
始
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め
清
書
の
つ
も
り
で
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

g
問
題
が
な
い
と
い
う
の
は
、
本
文
修
正
問
題
に
関
し
て
と
い
う
意
味
。
曽
良
本

は
「
そ
の
文
言
を
正
確
に
写
し
取
ろ
う
と
し
た
営
為
が
、
い
か
に
も
謹
直
な
ま
っ

と
う
な
態
度
で
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
写
し
手
は
、
平
仮
名
の
書
体
に

つ
い
て
も
、
底
本
で
あ
る
『
自
筆
本
』
の
書
体
を
模
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い

る
」
（
「
謎
』
一
六
五
頁
）
と
い
う
く
ら
い
、
忠
実
に
写
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
こ
れ
ら
の
箇
所
は
変
え
て
写
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
①

i
⑥
は
明
ら
か
な
誤
り
を
直
し
た
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
曽
良
本
の

筆
者
の
独
断
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
芭
蕉
に
よ
る
口
頭
で
の
指
示
が
あ
っ
た
か
。

ま
た
は
櫻
井
氏
指
摘
（
『
顛
末
』
二
八
頁
）
の
よ
う
に
、
曽
良
本
筆
写
の
際
に
は

貼
り
紙
が
貼
ら
れ
て
い
て
、
現
在
は
剥
が
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
問
題
は
別
に
残
っ
て
い
る
。

図
『
謎
」
了
八
五
頁

⑳
例
え
ば
芭
蕉
は
死
の
病
床
に
あ
っ
て
「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
と
「
夢
は
枯
野

を
駆
け
め
ぐ
る
」
の
ど
ち
ら
が
い
い
か
決
め
か
ね
た
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
現
代

人
の
感
覚
は
‘
こ
の
二
つ
の
優
劣
に
つ
い
て
芭
蕉
ほ
ど
に
は
悩
ま
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

個
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』
は
曽
良
本
を
底
本
と
し
た
し
、
本
稿
で
触
れ
た
櫻
井
氏
、

上
野
氏
、
田
中
善
信
氏
ら
は
‘
曽
良
本
派
。
ま
た
、
村
松
友
次
（
紅
花
）
氏

（
「
芭
蕉
真
筆
『
お
く
の
は
そ
道
』
（
野
坂
本
）
の
出
現

i
曽
良
本
の
位
置
不
動

に
ー
ー
＇
」
『
雪
』
平
成
九
年
三
月
一
日
）
は
当
然
な
が
ら
、
堀
切
実
氏
（
『
お
く
の

ほ
そ
道
永
遠
の
文
学
空
間
』
平
成
九
年
十
月
二
十
日

N
H
K
ラ
イ
プ
ラ
リ

ー
）
も
、
曽
良
本
の
位
置
が
「
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
た
」
と
す
る
。

⑳
《
鼎
談
》
で
田
中
善
信
氏
が
、
「
西
村
本
に
訂
正
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま

り
間
違
っ
て
も
虹
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
で
し
ょ
う
ね
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

賛
成
。
た
だ
し
許
せ
な
い
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の

T
ご
と
写
し
直
さ
せ
た
可

能
性
は
あ
る
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
井
本
農
一
氏
は
‘
「
芭
蕉
は
出
立
前
に
素

龍
本

(11西
村
本

i
注
）
を
丁
寧
に
読
み
返
す
暇
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

T
寧
に
読
め
ば
素
龍
の
明
ら
か
な
誤
写
な
ど
は
き
っ
と
訂
正
し
た
く
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
」
（
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
疑
問
が
残
る
。
井
本

氏
は
西
村
本
の
前
に
写
さ
れ
た
柿
衛
本
を
芭
蕉
は
気
に
入
ら
ず
、
突
き
返
し
た
と

さ
れ
る
が
、
そ
ん
な
芭
蕉
が
西
村
本
を
チ
ェ
ッ
ク
も
せ
ず
、
題
箋
を
書
き
、
所
持

す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
れ
が
兄
・
去
来
に
譲
ら
れ
た
こ
と
は

ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

罰
櫻
井
氏
の
次
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
―
つ
は
‘
「
芭
蕉
が
鑑
賞
用
の
染
筆
（
短

冊
や
印
を
捺
し
た
懐
紙
）
を
す
る
際
、
同
じ
も
の
を
書
か
ず
、
懐
紙
な
ら
必
ず
前

書
の
一
部
を
変
え
、
発
句
だ
け
の
短
冊
な
ら
漢
字
・
仮
名
の
用
字
を
変
え
る
な
ど

の
配
慮
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
」
（
『
顛
末
」
一
三
三
頁
）
。
も
う
―
つ
は
「
素
龍
に

清
書
さ
せ
た
本
は
、
本
文
の
内
容
よ
り
も
、
本
の
形
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
古
典
文
学
を
意
識
し
た
造
本
こ
そ
が
、
芭
蕉
の
意
図
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
『
顛
末
』
六
九
頁
）
。
ま
た
小
林
孔
氏
に
も
‘
芭
蕉
は
同

じ
も
の
を
二
つ
作
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
教
示
を
頂
い
た
。

⑱
注
⑳
に
同
じ
。

韓
注
④
に
同
じ
。

⑩
こ
の
時
、
尾
形
氏
（
「
語
る
』
―
二
五
頁
）
や
櫻
井
氏
（
『
顛
末
』
一
四
九
頁
）

の
言
わ
れ
る
、
「
貼
り
紙
の
下
を
ど
う
や
っ
て
写
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
写

し
の
否
定
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
何
も
そ
っ
く
り
の
レ
プ
リ
カ
を

作
ろ
う
と
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
、
原
本
は
全
面
で
は
な
く
一
部
糊
付
で
、

め
く
っ
て
下
が
見
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
は
が
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
い
ろ
い
ろ
可
能
性
は
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
決
定
的

な
写
し
否
定
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

仰
「
自
筆
」
説
の
根
拠
は
今
の
と
こ
ろ
全
て
出
て
い
る
し
、
増
田
説
・
山
本
説
に

は
説
得
力
が
な
い
。
な
お
櫻
井
武
次
氏
「
自
筆
本
奥
の
細
道
『
ニ
セ
モ
ノ
」
説
へ

の
疑
問
」
（
「
会
報
大
阪
俳
文
学
研
究
会
』
第
三
一
号
平
成
九
年
＋
月
十
二
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H
)
、
『
顛
末
j

参
照
。

⑫
復
本
一
郎
氏
は
、
新
出
本
に
よ
っ
て
、
新
た
な
諸
本
関
係
を
提
示
し
て
お
ら
れ

る
（
「
新
出
芭
蕉
自
筆
本
「
お
く
の
細
道
』
一
次
草
稿
本
説
『
俳
諧
」
「
誹

諧
j

用
字
・
用
語
考
」
『
芭
蕉
解
体
新
書
』
平
成
九
年
四
月
五
日
雄
山
閣
出
版
）
。

⑬
墨
は
芭
蕉
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
堀
信
夫
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。
ま

た
小
林
孔
氏
か
ら
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
墨
の
一
部
は
素
龍
筆
で
あ
る
と
の

教
示
を
頂
い
た
。
た
だ
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
芭
蕉
の
意
志
が
か
な
り
の
程
度
反

映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
の
で
、
本
稿
の
考
え
に
大
き
な
影
響
は
な
い
。

⑭
本
稿
で
は
櫻
井
氏
に
し
た
が
っ
て
、
朱
が
先
と
し
た
。
お
そ
ら
く
朱
が
未
だ
と

思
わ
れ
る
。

個
墨
は
複
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
気
に
な
る
の
は
‘

-
H一
見
せ
消
ち
訂
正
し
た
文

字
を
、
ザ
ツ
に
徐
り
つ
ぶ
し
た
箇
所
。
こ
れ
は
訂
正
や
推
敲
で
は
な
く
、
写
し
間

違
い
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑯
櫻
井
氏
は
、
朱
と
墨
の
後
に
柿
衛
本
が
写
さ
れ
、
そ
の
後
更
に
曽
良
本
に
墨
で

書
き
込
み
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
写
し
た
の
が
西
村
本
と
す
る
（
『
顛
末
』
七
一
頁
）
。

田
中
善
信
氏
は
「
柿
衛
本
は
西
村
本
の
写
し
」
（
「
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
テ
キ
ス

卜
曽
良
本
に
つ
い
て
」
『
国
文
学
』
平
成
元
年
五
月
二
十
日
學
燈
社
）
と

さ
れ
る
。
あ
る
い
は
村
松
氏
も
柿
衛
本
が
後
だ
と
い
う
お
考
え
の
よ
う
で
あ
る

（
「
曽
良
本
『
お
く
の
は
そ
道
」
の
研
究
』
）
。

※
引
用
部
分
も
「
曽
良
本
」
と
い
う
表
記
に
統
一
し
た

〔
附
記
〕

本
稿
は
平
成
九
年
九
月
ニ
―
日
、
大
阪
俳
文
学
研
究
会
例
会
（
於
柿
衛
文
庫
）
で

行
わ
れ
た
、
「
自
筆
本
『
奥
の
細
道
」
」
に
関
す
る
検
討
会
に
お
け
る
発
言
を
元
に

し
て
い
る
。

失
礼
な
も
の
言
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
の
執
筆
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
櫻
井
武

次
郎
先
生
、
長
時
間
の
議
論
に
つ
き
あ
っ
て
下
さ
っ
た
小
林
孔
氏
に
深
く
感
謝
致
し

ま
す
。

（
秋
田
経
済
法
科
大
学
短
期
大
学
部
）
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