
大
蔵
虎
明
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
『
伊
曽
保
物
語
』
受
容

李イ　

澤テ
ク

珍ジ
ン

一　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
と
『
伊
曽
保
物
語
』
の
対
応
関
係

　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
は
、
江
戸
初
期
に
活
躍
し
た
金
春
座
付
き
の
狂
言
師
、
大
蔵
虎
明
（
慶
長
二
年
～
寛
文
二
年
〈
一
五
九
七
～
一
六
六

二
〉）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
狂
言
伝
書
で
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
虎
明
は
、
狂
言
に
関
す
る
作
法
や
心
得
、
稽
古
等
に
関
し
て
独
自
の
狂

言
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
和
漢
の
故
事
・
説
話
等
を
自
説
の
傍
証
と
し
て
数
々
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
書
物
の
一
つ

に
『
伊
曽
保
物
語
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
『
伊
曽
保
物
語
』
は
、
十
六
世
紀
後
半
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
欧
文
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
の

日
本
語
抄
訳
本
で
あ
る
。
上
・
中
・
下
三
巻
の
構
成
で
全
九
十
四
話
を
収
め
る
『
伊
曽
保
物
語
』
は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
頃
に

出
さ
れ
た
初
刊
本）

（
（

を
は
じ
め
と
す
る
九
種
類
の
古
活
字
版
と
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
整
版
本
や
そ
の
求
版
後
印
本
が
現
在
ま
で

伝
わ
っ
て
い
る
。
短
期
間
で
少
な
く
と
も
十
回
も
版
を
重
ね
た
こ
と
や
、
増
刷
が
比
較
的
容
易
な
整
版
の
出
版
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
仮
名
草
子
を
は
じ
め
江
戸
文
芸
の
中
に
同
書
由
来
の
寓
話
お
よ
び
そ
の
類
話
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
広
く
読
ま
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
が
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
が
影
印
に
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付
さ
れ）

2
（

、
初
め
て
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
来
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。『
わ
ら
ん
べ
草
』『
伊
曽
保
物
語
』

そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
翻
字
・
注
釈
書）

（
（

を
は
じ
め
、
幾
人
の
先
学
の
調
査
報
告
に
よ
っ
て
両
書
の
関
連
は
、
既
に
知
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
表
に
よ
っ
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る）

4
（

。

『
わ
ら
ん
べ
草
』

『
伊
曽
保
物
語
』

①

序
段
（
抄
）

中
巻
第
二
十
話
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」

②

三
段
（
抄
）

下
巻
第
十
二
話
「
鷲
と
烏
の
事
」

③

三
十
三
段
（
抄
）

下
巻
第
十
九
話
「
蝤
蛑
の
事
」

④

三
十
五
段

下
巻
第
三
十
一
話
「
鳥
、
人
に
教
化
を
な
す
事
」

⑤

三
十
九
段
（
抄
）

下
巻
第
二
十
四
話
「
修
行
者
の
事
」

⑥

三
十
九
段
（
抄
）

中
巻
第
二
十
八
話
「
蠅
と
蟻
と
の
事
」

⑦

七
十
三
段
（
抄
）

下
巻
第
二
十
四
話
「
修
行
者
の
事
」

　

右
の
対
応
表
の
よ
う
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
七
箇
所
に
見
え
る
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
の
存
在
は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、

両
書
の
対
応
関
係
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
新
た
に
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
が
、
従
来
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
み
、
そ

の
受
容
の
実
態
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
っ
て
本
格
的
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
批
判
的
に
捉
え
な
が
ら
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
が
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
を
ど
う
取
り
入
れ
て
い
る
か
を
あ

ら
た
め
て
確
認
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二　

典
拠
と
し
て
の
『
伊
曽
保
物
語
』

　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
は
全
九
十
段
（
但
し
、
六
段
の
見
出
し
と
八
十
八
段
は
欠
落
）
の
「
本
文
」
を
骨
格
に
し
、
章
段
ご
と
に
膨
大
か
つ

詳
細
な
解
説
の
「
抄
」
を
付
し
て
い
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
挙
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
成
立
過
程
は
単

純
で
は
な
い
が
、
先
行
研
究
の
成
果
を
も
と
に
三
段
階
に
分
け
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る）

（
（

。
す
な
わ
ち
、
⑴ 

慶
安
四
年
（
一
六

五
一
）
に
序
段
と
八
十
九
段
の
「
本
文
」
か
ら
な
る
『
昔
語
』
一
冊
本
を
著
述
し
、
⑵ 

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
そ
の
注
釈
書
の

『
昔
語
抄
』
を
書
き
上
げ
る
が
、
⑶ 

さ
ら
に
補
筆
訂
正
を
進
め
、
翌
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
と
し
て
完
成
し
た

の
で
あ
る
。
十
年
に
亘
っ
て
加
筆
・
補
訂
が
重
ね
ら
れ
て
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

種
々
の
先
学
に
よ
っ
て
報
告
・
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
至
る
前
の
『
昔
語
』『
昔
語
抄
』
は
数
種
の
写
本
を
残
し
て

い
る
の
に
対
し
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
現
存
本
は
、
大
蔵
流
宗
家
の
所
持
す
る
虎
明
自
筆
本
（
五
巻
五
冊
）
一
点
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ

る）
（
（

。
そ
の
奥
書
に
記
さ
れ
た
「
右
之
五
冊
狂
言
家
継
之
一
人
可
相
渡
者
也
」
と
い
う
一
子
相
伝
の
旨
が
厳
守
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
成
立
過
程
に
お
い
て
虎
明
の
用
い
た
『
伊
曽
保
物
語
』
は
ど
の
板
で
あ
っ
た
の
か
。
既
述
の
通
り
『
伊
曽

保
物
語
』
の
刊
本
に
古
活
字
版
と
整
版
が
あ
る
。
古
活
字
版
と
し
て
は
、
寛
永
十
六
年
本
の
二
種
類
が
あ
る
ほ
か
、
寛
永
年
間
に
亘
っ

て
出
さ
れ
た
第
一
種
本
か
ら
第
七
種
本
ま
で
の
無
刊
記
本
を
含
め
、
九
種
類
が
あ
る
。
ま
た
、
整
版
と
し
て
は
万
治
二
年
本
が
あ
り
、

同
板
木
を
も
っ
て
求
板
刊
行
さ
れ
た
後
印
本
も
残
っ
て
い
る
。
な
お
、
写
本
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
網
羅
的
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
が）

7
（

、
管
見
に
及
ん
だ
二
十
数
の
写
本
は
い
ず
れ
も
刊
本
の
写
し
で
あ
り
、
刊
本
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
や
刊
本
の

本
文
系
統
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

虎
明
の
依
拠
し
た
『
伊
曽
保
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
本
文
の
近
似
性
と

い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
字
句
の
異
同
等
、
表
現
の
細
部
に
お
い
て
は
、
古
活
字
版
無
刊
記
第
五
種
本
（
以
下
、
第
五
種
本
と
略
称
）
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の
本
文
が
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
そ
れ
に
最
も
近
い
と
い
え
よ
う）

8
（

。
依
拠
本
に
関
し
て
信
頼
で
き
る
記
録
資
料
が
皆
無
で
あ
る）

（
（

現
状
に
お

い
て
は
、
最
も
近
い
本
文
を
持
つ
第
五
種
本
（
又
は
、
そ
の
系
統
の
一
本
）
を
虎
明
の
依
拠
本
と
考
え
て
大
過
は
あ
る
ま
い
。

　

従
来
、
第
五
種
本
は
、
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
っ
て
寛
永
十
六
年
本
よ
り
刊
行
年
次
を
先
行
す
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
川
瀬
氏
の
見

解
は
長
い
間
の
通
説
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
筆
者
は
、
平
成
二
十
八
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
で
の
口
頭
発
表
「『
伊
曽
保
物

語
』
版
本
系
統
の
再
検
討
―
（
B
）系
統
版
本
の
本
文
比
較
を
中
心
に
―
」
に
お
い
て
版
面
・
印
字
調
査
に
基
づ
い
た
書
誌
学
的
検

討
を
通
し
、
寛
永
十
六
年
本
が
第
五
種
本
よ
り
先
に
摺
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
第
五
種
本
は
寛
永
十
六
年
～
末
（
一
六
三
九
～

四
四
）
に
出
版
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
。
慶
安
四
年
に
著
述
さ
れ
た
『
昔
語
』
の
草
稿
本
に
『
伊
曽
保
物
語
』

か
ら
の
寓
話
が
は
じ
め
て
見
え
る
の
で
、
虎
明
の
手
に
『
伊
曽
保
物
語
』
が
入
っ
た
の
は
、
取
り
敢
え
ず
寛
永
十
六
年
か
ら
慶
安
四
年

の
間
と
考
え
て
大
過
は
あ
る
ま
い
が
、
こ
の
期
間
の
虎
明
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
狂
言
台
本
の
整
備
以
外
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　

虎
明
は
、
家
督
を
相
続
し
た
翌
年
の
寛
永
十
二
年
か
ら
同
十
九
年
に
か
け
て
、
江
戸
で
詳
細
な
注
釈
を
付
し
た
間
狂
言
の
詞
章
お
よ

び
「
虎
明
本
」
と
通
称
さ
れ
る
狂
言
台
本
を
執
筆
し
て
い
た
が
、
そ
の
注
釈
の
作
成
に
お
い
て
数
多
く
の
書
物
が
使
用
さ
れ
た
と
い
わ

れ
る）

（（
（

。
そ
の
際
に
『
伊
曽
保
物
語
』
が
使
用
さ
れ
た
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
書
物
を
大
量
に
摂
取
す
る
中
で
、
当
時
と
し
て
は
最

新
版
の
『
伊
曽
保
物
語
』
を
手
に
入
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
発
表
さ
れ
た
杉
森
美
代
子
氏
の
論
文
「
版
本
刊
行
の
面
か
ら
見
た
『
わ
ら
ん
べ
草
』
成
立

過
程
の
一
考
察

）
（1
（

」
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
典
拠
利
用
に
関
す
る
規
範
的
な
研
究
と
し
て
以
後
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
支
持
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
同
論
文
に
お
い
て
杉
森
氏
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
版
本
引
用
の
態
度
を
述
べ
る
中
で
「
出
典
利
用
の
仕
方
の
正
確
忠
実
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で
あ
る
も
の
」
と
し
て
『
伊
曽
保
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
両
書
に
お
い
て
そ
の
対
応
す
る
本
文
を
比
較
す
る
と
、『
伊
曽

保
物
語
』
の
寓
話
が
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
「
正
確
忠
実
」
に
書
き
写
さ
れ
た
と
い
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
十
五
段
（
表

④
）
は
、
原
話
か
ら
一
部
の
み
を
抜
き
出
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
七
十
三
段
抄
（
表
⑦
）
は
原
話
の
冗
語
を
縮
約
・
省
略

し
、
表
現
の
細
部
を
変
え
る
等
、
筋
書
の
要
点
を
取
り
纏
め
た
形
で
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
以
外
の
五
例
（
表
①
・
②
・
③
・
⑤
・
⑥
）
に
限
っ
て
は
、
杉
森
氏
の
説
い
た
よ
う
に
原
話
の
本
文
を
「
正

確
忠
実
」
に
書
き
写
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
杉
森
氏
は
説
き
及
ん
で
い
な
い
も
の
の
、
た
と
え
原
話
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
写

し
取
っ
た
と
し
て
も
、
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
囲
ん
で
い
る
様
々
な
文
脈
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
本
文
の
意
味
は

変
わ
り
、
読
者
の
本
文
理
解
に
少
な
か
ら
ず
影
響
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
す
る
と
、
単
な
る
本
文
引
用
の
正
確
さ
・
忠
実
さ
と
い
う

次
元
を
越
え
、
引
用
先
の
文
脈
と
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
引
用
の
一
例
に
焦
点

を
絞
り
、「
正
確
忠
実
」
に
書
き
写
さ
れ
た
『
伊
曽
保
物
語
』
寓
話
の
意
味
が
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
文
脈
に
よ
っ
て
ど
う
変
わ
っ
た
の

か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

三　
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
『
わ
ら
ん
べ
草
』
序
段
の
文
脈

　
『
伊
曽
保
物
語
』
中
巻
第
二
十
話
に
「
わ
し
と
か
た
つ
ふ
り
の
事
」（
以
下
、
同
話
を
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
記
す
）
と
題
す
る
一
話

が
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
全
文
を
次
の
よ
う
に
引
い
て
み
よ
う）

（1
（

。

有
時
、
わ
し
、
か
た
つ
ふ
り
を
く
ら
は
は
や
と
思
ひ
け
れ
共
、
い
か
ん
共
せ
ん
事
を
し
ら
す
、
思
わ
つ
ら
ふ
処
に
、
烏
か
た
は
ら

よ
り
す
ゝ
み
出
て
申
け
る
は
、
此
か
た
つ
ふ
り
、
ほ
ろ
ほ
さ
ん
事
、
い
と
や
す
き
事
に
て
侍
。
我
申
や
う
に
し
給
て
後
、
吾
に
其
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半
分
を
あ
た
へ
給
は
ゝ
、
教
奉
ら
ん
と
云
。
わ
し
請
か
ふ
て
、
其
故
を
問
に
、
烏
申
様
は
、
か
た
つ
ふ
り
を
高
き
所
よ
り
お
と
し

給
は
ゝ
、
そ
の
か
ら
、
た
ち
ま
ち
に
く
た
け
な
ん
と
云
。
則
教
の
や
う
に
し
け
れ
は
、
あ
ん
の
こ
と
く
た
や
す
く
取
て
是
を
く
ふ
。

そ
の
こ
と
く
、
た
と
ひ
け
ん
も
ん
こ
う
け
の
人
な
り
共
、
我
心
を
ほ
し
ゐ
ま
ゝ
に
せ
す
、
智
者
の
教
に
し
た
か
ふ
へ
し
。
そ
の
故

は
、
わ
し
と
か
ら
す
を
く
ら
へ
ん
に
、
其
徳
な
と
か
は
、
ま
さ
る
へ
き
な
れ
と
も
、
か
た
つ
ふ
り
の
わ
さ
に
お
ゐ
て
は
、
か
ら
す
、

も
つ
と
も
こ
れ
を
得
た
る
。
こ
と
に
ふ
れ
て
こ
と
〳
〵
に
人
に
と
ふ
へ
し
。

　
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
前
半
は
、
蝸
牛
を
捕
ま
え
た
鷲
が
堅
い
殻
を
破
る
こ
と
が
で
き
ず
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
烏
に
上
空
か
ら
蝸
牛

を
落
と
す
よ
う
に
と
殻
の
破
り
方
を
教
え
ら
れ
、
食
べ
る
の
に
成
功
し
た
、
と
い
う
筋
書
き
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
は
「
そ
の

こ
と
く
」
以
下
に
あ
る
よ
う
に
、「
徳
」
す
な
わ
ち
天
性
、
本
来
の
力）

（1
（

の
面
で
は
当
然
な
が
ら
鷲
が
烏
よ
り
勝
る
存
在
で
あ
る
が
、
蝸
牛

の
殻
を
破
る
こ
と
に
関
し
て
は
烏
の
方
が
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
な
ぞ
っ
て
「
け
ん
も
ん
こ
う
け
（
権
門
高
家
）
の
人
」
す
な

わ
ち
権
力
者）

（1
（

で
あ
っ
て
も
「
智
者
」
の
教
え
を
聞
い
て
そ
れ
に
従
う
べ
き
だ
、
と
い
う
趣
旨
の
教
訓
を
付
し
て
い
る
。
前
掲
の
対
応
表

に
み
る
通
り
、
同
話
は
『
わ
ら
ん
べ
草
』
序
段
抄
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
該
当
部
分
を
掲
出
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る）

（1
（

。

＼
有
時
、
わ
し
、
か
た
つ
ぶ
り
を
く
ら
は
ば
や
と
思
ひ
け
れ
ど
も
、
い
か
ん
共
せ
ん
事
を
し
ら
ず
、
思
わ
づ
ら
ふ
処
に
、
烏
か
た

は
ら
よ
り
す
ゝ
み
出
て
申
け
る
は
、
此
か
た
つ
ぶ
り
、
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
事
、
い
と
や
す
き
事
に
て
侍
。
我
申
や
う
に
し
給
て
後
、
吾

に
其
半
分
を
あ
た
へ
給
は
ゞ
、
教
奉
ら
ん
と
云
。
わ
し
請
が
ふ
て
、
其
故
を
問
に
、
烏
申
や
う
は
、
か
た
つ
ぶ
り
を
高
き
所
よ
り

お
と
し
給
は
ゞ
、
そ
の
か
ら
、
た
ち
ま
ち
に
く
だ
け
な
ん
と
云
。
則
教
の
や
う
に
し
け
れ
ば
、
あ
ん
の
こ
と
く
た
や
す
く
取
て
、

是
を
く
ふ
。
そ
の
こ
と
く
、
た
と
ひ
け
ん
も
ん
、
こ
う
け
の
人
な
り
と
も
、
我
心
を
ほ
し
ゐ
ま
ゝ
に
せ
ず
、
智
者
の
教
に
し
た
が
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ふ
べ
し
。
そ
の
故
は
、
わ
し
と
烏
を
比
べ
ん
に
、
其
徳
な
ど
か
は
、
ま
さ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
か
た
つ
ぶ
り
の
わ
ざ
に
お
ゐ
て
は
、

か
ら
す
、
尤
こ
れ
を
得
た
り
。
こ
と
に
ふ
れ
て
こ
と
〳
〵
に
人
に
と
ふ
べ
し
。

　
『
伊
曽
保
物
語
』
の
原
話
と
比
較
す
れ
ば
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
の
僅
か
一
箇
所
に
字
句
の
異
同
（「
得
た
る
」「
得
た
り
」）
が
あ

る
の
み
で
、
他
の
相
異
は
い
ず
れ
も
濁
点
の
有
無
、
漢
字
・
仮
名
の
表
記
の
差
異
等
、
書
写
す
る
際
に
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
る
も
の
に

と
ど
ま
り
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
が
『
伊
曽
保
物
語
』「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
と
い
え
る
様
態
を
呈
す
る
。

　

さ
て
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
『
伊
曽
保
物
語
』
引
用
に
つ
い
て
武
藤
禎
夫
氏
は
、「『
わ
ら
ん
べ
草
』
で
は
、
評
言
に
長
短
は
あ
っ
て
も

い
ず
れ
も
芸
道
の
誡
め
と
し
て
記
し
、
伊
曽
保
物
語
の
持
つ
教
訓
性
を
十
分
受
け
継
い
で
い
る

）
（1
（

」
と
述
べ
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
が
『
伊
曽

保
物
語
』
の
教
訓
性
を
忠
実
に
継
承
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
芸
道
の
誡
め
」
と
い
う
新
た
な
意
味
を
付
与
し
て
い
る
と
捉
え
て

い
る
。
特
に
、
今
問
題
に
し
て
い
る
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
引
用
に
関
し
て
は
、
同
話
に
続
く
「
た
と
ひ
其
身
は
お
ろ
か
な
り
と
も
、
其

所
作
の
事
に
お
ゐ
て
は
、
か
し
こ
き
人
に
ま
さ
る
べ
し
。
人
に
よ
ら
ず
、
万
事
其
家
々
に
、
た
つ
ね
問
べ
し
」
と
い
う
虎
明
の
評
言
を

文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
「
芸
道
修
行
で
は
、
他
家
に
で
も
質
ね
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
力
説
し
て
い
る

）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
武
藤
氏
に
よ
っ
て
直
接
に
言
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、「
蝸
牛
の
殻
の
破
り
方
」
は
芸
に
関
す
る
技

術
・
知
識
に
対
応
し
、「
鷲
」
は
そ
れ
を
知
ら
ず
教
え
を
受
け
る
側
と
し
て
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
読
者
す
な
わ
ち
狂
言
方
大
蔵
家
の
芸
を

継
ぐ
子
孫
に
、
ま
た
「
烏
」
は
そ
れ
を
教
え
る
側
と
し
て
大
蔵
家
以
外
の
流
派
の
人
々
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。
な
ら
ば
、

こ
の
引
用
の
背
後
に
は
、
修
行
の
上
で
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
流
派
を
問
わ
ず
質
問
せ
よ
と
い
う
教
訓
を
大
蔵
家
の
狂
言

師
に
学
ば
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

芸
道
修
行
の
上
で
の
教
訓
を
語
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
武
藤
氏
の
見
解
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
全
段
に
亘
っ
て
狂
言
の
稽
古
に
関
す
る
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教
訓
的
・
啓
蒙
的
言
辞
が
散
見
す
る
と
い
う
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
納
得
で
き
な
い
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
氏
の
見
解
は
、「
鷲
と

蝸
牛
の
事
」
と
そ
の
引
用
先
の
『
わ
ら
ん
べ
草
』
序
段
の
文
脈
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
殆
ど
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
妥
当
性
に
疑
問
が
残
る
。
少
な
く
と
も
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
引
用
が
虎
明
に
よ
る
意
図
的
・
意
識
的
な
営
み
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
る
限
り
、
そ
の
寓
話
の
内
容
が
引
用
先
の
文
脈
と
何
ら
か
の
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
、
又
は
引
用
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
自
覚
が
虎
明
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
序
段
全
体
の
文
脈
の
中
で
同
話
の
引
用
が
持
つ
意
味
を
あ
ら
た
め

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
序
段
を
引
き
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う）

11
（

。

事
し
げ
き
う
ち
に
も
、
我
が
道
の
事
な
れ
ば
、
叶
は
ぬ
ま
で
も
心
に
か
け
、
い
さ
ゝ
か
忘
る
ゝ
時
な
し
。
家
の
書
物
、
か
ず
〳
〵

有
と
い
へ
ど
、
わ
か
ゝ
り
し
よ
り
、
人
の
さ
た
し
あ
ひ
侍
り
し
事
ど
も
、
書
あ
つ
め
て
見
れ
ば
、
誠
に
有
が
た
し
と
思
ふ
事
ば
か

り
あ
れ
ど
、
あ
に
、
う
け
る
言
あ
ら
ん
や
。
此
道
た
し
な
ま
ん
人
の
た
め
に
は
、
よ
し
な
し
事
い
ひ
な
ぐ
さ
ま
ん
よ
り
、
ま
さ
る

事
も
有
べ
し
。
末
の
世
に
は
、
よ
ろ
つ
い
ひ
た
き
ま
ゝ
に
な
り
も
て
ゆ
か
ん
浅
ま
し
け
れ
ば
、
詞
の
つ
ゞ
き
、
あ
と
さ
き
し
ら
ず
、

後
は
つ
か
し
か
ら
ん
事
を
か
へ
り
見
ず
し
て
筆
に
ま
か
す
る
の
み
。
昔
の
人
、
い
ひ
度
事
い
は
ぬ
は
、
腹
ふ
く
る
ゝ
わ
ざ
と
い
ひ

し
ぞ
か
し
。
ま
い
て
聞
置
し
事
、
い
は
ざ
ら
ん
も
、
か
ひ
な
か
る
べ
し
。

　

こ
こ
で
は
、「
我
が
道
」
す
な
わ
ち
芸
の
道
は
片
時
も
忘
れ
な
い
ほ
ど
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
傍
線
部
の
よ
う
に
、
末
世
に

な
っ
て
「
我
が
道
」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
そ
の
時
代
の
人
々
の
言
い
た
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
浅
ま
し
い
こ
と
だ
と
述

べ
、
だ
か
ら
そ
の
時
に
頼
り
に
な
る
も
の
と
し
て
同
書
を
書
き
残
す
、
と
い
う
執
筆
の
動
機
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
末
世
の

人
々
の
言
い
た
い
ま
ま
に
な
る
こ
と
の
具
体
的
な
意
味
が
未
だ
鮮
明
に
見
え
て
こ
ず
、
十
分
に
は
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
の
残
る
文
章
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
傍
線
部
に
対
す
る
抄
文
を
次
の
よ
う
に
掲
出
し
て
み
よ
う
。

＼
当
世
さ
へ
口
の
き
ゝ
た
る
人
は
、
い
ひ
た
き
ま
ゝ
に
い
ひ
な
し
、
な
ら
ひ
と
云
は
、
げ
い
を
よ
く
せ
ん
た
め
、
上
手
に
な
り
て

は
い
ら
ぬ
な
ど
ゝ
い
ひ
、
習
ひ
な
き
人
は
、
む
り
に
云
け
し
た
が
る
人
お
ほ
し
。
ま
し
て
末
の
世
に
な
り
て
は
万
事
作
法
と
り
う

し
な
ひ
、
仕
出
の
上
手
は
家
を
云
け
し
、
色
々
み
だ
り
な
る
事
有
べ
し
。
其
時
は
、
此
書
物
、
少
の
た
よ
り
に
も
な
る
べ
し
と
な

り
。
家
に
生
れ
た
る
者
は
、
其
身
下
手
に
て
も
、
代
々
の
書
物
、
其
外
云
伝
へ
も
有
べ
け
れ
は
、
作
法
の
事
は
仕
出
の
上
手
よ
り

ま
さ
る
べ
し
。
た
と
へ
其
身
は
、
ぶ
き
や
う
な
り
と
、
弟
子
を
取
た
て
ん
事
は
よ
か
る
べ
し
。

＼
閻
立
本
が
語
に
、
名
下
定
て
無
虚
士
と
云
語
あ
り
。
言
は
、
名
を
と
り
た
る
人
の
子
孫
に
生
れ
た
る
人
は
、
さ
た
ま
つ
て
む
な

し
う
は
な
ひ
物
ぞ
と
云
也
。

　

冒
頭
の
「
口
の
き
ゝ
た
る
人
」
が
誰
な
の
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
虎
明
は
、「
習
ひ
」
に
関
し
て
「
げ
い
を
よ
く
せ
ん
た
め
、
上
手
に

な
り
て
は
い
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
当
世
の
認
識
へ
の
憂
慮
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
習
ひ
」
と
は
、
家
代
々
に
伝
わ
る
教
え
と

い
う
意
で
あ
る
。
そ
の
「
習
ひ
」
の
価
値
が
否
定
さ
れ
る
当
世
の
認
識
も
問
題
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
末
世
に
な
っ
て
「
作

法
」
を
失
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
仕
出
の
上
手
」
は
「
家
」
を
否
定
し
、「
色
々
み
だ
り
な
る
事
」
が
発
生
す
る
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
備
え
、
頼
り
に
な
る
も
の
と
し
て
「
此
書
物
」
す
な
わ
ち
『
わ
ら
ん
べ
草
』
を
著
述
す
る
、
と
い
う
執
筆
の

動
機
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
は
、
た
と
え
「
其
身
下
手
」
で
あ
っ
て
も
、
芸
の
作
法
に
関
し
て
は
「
仕
出
の
上
手
」

よ
り
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
何
故
か
と
い
う
と
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
は
「
代
々
の
書
物
」
と
と
も
に
「
云
伝
へ
」
す
な
わ
ち
「
習
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ひ
」
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
、
閻
立
本
の
言
葉
と
し
て
「
名
下
定
て
無
虚
士
」
を
と
り
あ
げ
、
名
声
の
高
い
人
の
子
孫

に
評
判
倒
れ
の
者
は
い
な
い
と
い
う
意
味
の
註
解
も
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
の
優
越
さ
を
主
張
す
る

先
の
自
説
を
補
強
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
右
の
引
用
文
の
後
に
直
ち
に
、
い
ま
問
題
の
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
が
書
写
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
序
段
お
よ
び
同
段
抄
の
概
要
は
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
要
点
は
分
か
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
武
藤
氏
の
導
き
出
し
た

教
訓
と
は
、
ど
う
も
う
ま
く
結
び
つ
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
『
わ
ら
ん
べ
草
』
を
紐
解
き
こ
の
寓
話
を
読
ん
で
「
他
家
に
で
も
質

ね
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
」
を
共
感
・
実
施
し
た
読
者
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
筆
者
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
武
藤
氏
の
解
釈

に
従
え
ば
、「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
は
、「
習
ひ
」
の
保
守
・
尊
重
を
唱
え
る
序
段
の
文
脈
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
読
者
は
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
を
ど
う
読
み
取
っ
た
の
か
。
繰
り
返
し
に
な
る
の
だ
が
、
敢
え
て
そ
の
読
解

の
行
程
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
読
者
は
ま
ず
「
習
ひ
」
へ
の
当
世
の
認
識
や
後
世
の
退
転
に
対
し
て
虎
明
の
抱
い
た
危
惧
の
念
を
理
解

し
、
そ
の
上
で
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
と
「
仕
出
の
上
手
」
の
対
比
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
「
習
ひ
」
の
大
事
さ
を
再
び
思
い
知
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
序
段
の
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
順
次
読
み
進
ん
で
き
た
読
者
が
そ
の
次
に
出
て
く
る
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
を
読
解
す
る

際
は
、
や
は
り
「
習
ひ
」
の
有
無
に
よ
る
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
と
「
仕
出
の
上
手
」
の
優
劣
関
係
を
意
識
に
お
き
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
照
応
す
る
も
の
を
探
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、「
習
ひ
」「
家
に
生
れ
た
る
者
」「
仕
出
の
上
手
」
は

「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
虎
明
が
置
か
れ
て
い
る
現
実
と
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
頻
出
す
る
「
習
ひ
」
が
、
虎
明
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
は
種
々
の
先
学
に
よ
っ
て
説

－ （（（ －  （（0）（（（）



か
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
虎
明
の
論
の
拠
る
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
ま
ず
伝
統
で
あ
り
、
家

で
あ
り
、
そ
し
て
習
で
あ
っ
た

）
1（
（

」
と
い
う
指
摘
の
よ
う
に
、「
習
ひ
」
は
「
伝
統
」「
家
」
と
と
も
に
虎
明
の
狂
言
論
を
支
え
る
第
一
の

論
拠
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
寓
話
に
お
い
て
「
習
ひ
」
に
対
応
す
る
の
は
「
蝸
牛
の
殻
の
破
り
方
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
「
烏
」

は
、「
習
ひ
」
を
備
え
て
い
る
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
す
な
わ
ち
虎
明
自
身
を
含
め
た
大
蔵
家
の
狂
言
師
に
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、「
家
に
生
れ
た
る
者
」
に
対
比
さ
れ
る
「
仕
出
の
上
手
」
は
、
寓
話
の
「
鷲
」
に
あ
た
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
れ
が

現
実
で
は
誰
な
の
か
で
あ
る
。

四　
「
鷲
」
に
託
さ
れ
た
「
仕
出
の
上
手
」
の
正
体

　

で
は
「
仕
出
の
上
手
」
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。「
仕
出
の
上
手
」
の
こ
と
に
触
れ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
米
倉
利
昭
氏
は

「
北
七
太
夫

）
11
（

」
と
し
て
論
述
し
、
ま
た
石
塚
道
子
氏
は
「
鷺
と
考
え
て
よ
」
い）

11
（

と
述
べ
、
両
氏
の
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
北
七
太
夫
（
天
正
十
四
年
～
承
応
二
年
〈
一
五
八
六
～
一
六
五
三
〉）
は
、
江
戸
初
期
に
大
活
躍
し
た
能
役
者
で
、
は
じ
め
は
豊
臣

秀
吉
に
仕
え
て
金
剛
座
に
属
し
て
い
た
が
、
後
に
徳
川
秀
忠
に
召
し
出
さ
れ
、
一
代
に
し
て
喜
多
流
を
創
立
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人

物
で
あ
る
。
一
方
、
鷺
流
は
、
徳
川
家
康
に
召
出
さ
れ
た
鷺
仁
右
衛
門
宗
玄
（
永
禄
三
年
～
慶
安
三
年
〈
一
五
六
〇
～
一
六
五
〇
〉）
が

一
代
で
家
系
・
芸
系
の
基
礎
を
確
立
し
、
観
世
座
付
き
の
狂
言
方
と
し
て
一
流
を
な
し
た
新
興
の
流
派
で
あ
る
。
七
太
夫
の
喜
多
流
も
、

鷺
流
も
、
当
時
と
し
て
は
成
り
上
が
っ
た
ば
か
り
の
新
興
の
流
派
で
あ
っ
て
「
仕
出
の
上
手
」
と
見
な
さ
れ
て
よ
さ
そ
う
に
も
見
え
る

の
だ
が
、
何
故
か
米
倉
・
石
塚
両
氏
と
も
そ
う
考
え
る
根
拠
を
直
接
に
明
示
し
な
い
ま
ま
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
仕
出
の
上
手
」
に
つ

い
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
虎
明
の
い
う
「
仕
出
の
上
手
」
の
人
物
像
に
、
よ
り
近
い
の
は

北
七
太
夫
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
理
由
の
詳
細
を
、
以
下
提
示
す
る
。
ま
ず
は
『
わ
ら
ん
べ
草
』
か
ら
「
仕
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出
の
上
手
」
に
関
す
る
記
事
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

＼
一
代
の
仕
出
の
上
手
の
ま
ね
は
、
に
せ
べ
か
ら
ず
。
三
代
、
五
代
も
つ
ゞ
き
た
る
人
は
、
猶
以
古
法
を
ま
も
る
べ
し
。
仕
出
の

上
手
は
、
多
分
古
法
に
は
づ
れ
、
あ
ぶ
な
き
事
お
ほ
し
。
し
か
れ
ど
も
、
一
代
に
て
仕
出
た
る
く
わ
ほ
う
、
み
や
う
が
な
れ
ば
、

其
人
は
く
る
し
か
ら
ず
や
。
其
ま
ね
を
し
て
、
必
し
そ
こ
な
ひ
、
家
を
や
ぶ
る
も
の
な
り
。（
三
十
三
段
抄
）

　

要
す
る
に
、
一
代
で
成
り
上
が
っ
た
上
手
の
芸
は
真
似
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
成
り
上

が
り
の
上
手
の
芸
は
「
多
分
古
法
に
は
づ
れ
、
あ
ぶ
な
き
事
お
ほ
し
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、「
仕
出
の
上
手
」
の
芸
は
「
習

ひ
」
に
拠
っ
て
い
な
い
た
め
、
誤
り
が
多
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
記
事
を
あ
げ
よ
う
。

＼
一
代
に
て
仕
出
の
物
の
ま
ね
を
、
二
代
、
三
代
の
者
ま
ね
べ
か
ら
ず
。
一
代
に
て
仕
出
た
る
者
は
、
天
道
の
め
ぐ
み
ふ
か
ゝ
る

べ
し
。
其
者
は
、
あ
や
う
き
は
た
ら
き
有
も
の
な
り
。
そ
れ
と
て
も
天
道
よ
け
れ
ば
く
る
し
か
ら
ず
。
代
々
ゆ
づ
ら
れ
き
た
る
者
、

そ
の
わ
き
ま
へ
も
な
く
、
あ
ぶ
な
き
は
た
ら
き
し
て
は
、
必
し
そ
こ
な
ふ
も
の
な
り
。（
七
十
八
段
抄
）

　

こ
こ
で
も
先
の
三
十
三
段
抄
と
同
様
に
、
一
代
で
成
り
上
が
っ
た
上
手
の
芸
は
真
似
し
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
一
代
で
成
り
上
が
っ
た
人
は
「
天
道
の
め
ぐ
み
ふ
か
ゝ
る
べ
し
」。
だ
か
ら
、
そ
う
で
は
な
い
子
孫
や
弟
子
が
師
匠
の
芸
を
真
似
し

よ
う
と
す
る
と
失
敗
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
二
つ
の
記
事
か
ら
窺
え
る
「
仕
出
の
上
手
」
の
人
物
像
と
い
え
ば
、
天
分
に
恵
ま
れ
上
手
の
域
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
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だ
が
、
そ
の
芸
は
「
習
ひ
」
に
拠
っ
て
お
ら
ず
、
誤
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
決
し
て
真
似
す
べ
き
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

次
に
掲
出
す
る
七
十
段
の
記
事
は
、「
仕
出
の
上
手
」
と
い
う
語
句
こ
そ
出
て
い
な
い
も
の
の
、
先
の
二
つ
の
記
事
の
内
容
と
非
常
に
類

似
す
る
の
で
注
目
に
値
す
る
。

万
、
不
調
法
な
る
人
に
も
、
物
の
上
手
あ
り
。
夫
生
れ
つ
き
と
、
芸
と
、
さ
う
お
う
し
、
嗜
み
ふ
か
く
と
き
め
き
、
贔
屓
多
し
て
、

を
の
つ
か
ら
上
手
に
な
る
と
い
へ
ど
、
其
人
、
子
孫
、
弟
子
を
と
り
た
つ
る
事
ま
れ
な
り
。
其
身
一
代
に
て
終
る
人
多
し
。
是
し

ら
う
と
芸
と
云
。
子
細
は
、
子
も
弟
子
も
、
師
の
こ
と
く
生
れ
つ
か
ざ
る
事
を
、
ま
な
ば
ん
事
な
ら
ん
や
。
其
上
、
に
せ
物
也
。

又
、
無
器
用
な
る
芸
を
嗜
ふ
か
く
て
上
手
に
な
り
た
る
は
、
年
よ
る
に
し
た
が
ひ
、
気
根
お
と
ろ
へ
な
ば
、
次
第
に
あ
し
く
な
る

べ
し
。
生
れ
つ
き
器
用
に
て
上
手
に
な
り
た
る
は
、
教
や
う
を
し
ら
で
、
我
ご
と
く
せ
よ
と
い
ひ
き
か
せ
、
し
て
見
す
る
ば
か
り

に
て
は
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。（
七
十
段
）

　
「
万
、
不
調
法
な
る
人
」
の
中
に
も
「
物
の
上
手
」
が
い
る
が
、
そ
の
人
の
芸
は
一
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
そ

の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
子
孫
や
弟
子
が
師
匠
の
よ
う
に
生
ま
れ
つ
き
の
才
能
が
な
い
か
ら
で
、
も
う
一
つ
は
師
匠
が
「
教
や
う
」
を

知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
「
習
ひ
」
を
備
え
て
い
な
い
か
ら
だ
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
一
般
論
の
よ
う
に
見
え
る
記
事
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
い
う
「
上
手
」
と
は
、
北
七
太
夫
の
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
根
拠
は
、
次
に
掲

げ
る
同
段
の
抄
文
に
あ
る
。

是
、
は
な
か
け
ざ
る
ど
も
の
よ
り
あ
ひ
に
、
か
た
わ
に
な
き
さ
る
を
、
わ
ら
ふ
が
ご
と
し
。
北
七
太
夫
上
手
な
れ
ば
、
世
間
の
能
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の
ふ
う
た
い
、
皆
七
太
夫
に
に
せ
し
か
ば
、
た
り
う
は
能
の
や
う
に
な
し
と
人
々
云
こ
と
く
也
。（
七
十
段
抄
）

　
「
は
な
か
け
ざ
る
ど
も
の
よ
り
あ
ひ
（
鼻
欠
猿
ど
も
の
寄
合
）」
に
、「
か
た
わ
に
な
き
さ
る
（
片
輪
に
な
き
猿
）」
を
わ
ら
ふ
、
つ
ま

り
鼻
を
欠
く
猿
た
ち
が
、
障
害
の
な
い
正
常
な
猿
の
こ
と
を
笑
う
と
い
う
文
は
、
七
太
夫
の
能
が
世
間
に
歓
迎
さ
れ
、「
た
り
う
（
他

流
）」
す
な
わ
ち
古
来
の
四
座
（
観
世
・
金
春
・
宝
生
・
金
剛
）
の
能
は
能
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
。
こ
こ
で

虎
明
は
、
七
太
夫
を
「
上
手
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
四
座
と
は
異
な
る
七
太
夫
の
芸
風
を
皮
肉
な
口
調
で
批
判
す
る
と
同
時
に
、
擬
喜

多
流
能
が
生
ま
れ
、
盛
行
す
る
当
代
の
風
潮
も
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
仕
出
の
上
手
」
に
関
す
る
三
十
三
段
抄
・
七
十
段
抄
の
記
事
の
内
容
と
、
七
太
夫
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
七
十
段

の
記
述
と
が
同
じ
認
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、「
鷲
」
に
託
さ
れ
た
「
仕
出
の
上
手
」
の
人
物
像
に
七
太
夫
を

連
想
し
て
も
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

五　
「
烏
」
と
「
鷲
」
―
ね
じ
れ
た
上
下
関
係

　

前
節
ま
で
の
考
察
は
、
序
段
の
文
脈
と
寓
話
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
が
何
ら
か
の
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
両

者
に
み
え
る
各
事
項
の
間
の
類
似
性
を
抽
出
し
、
そ
の
対
応
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
視
点
を
少
し
改
め
、
寓
話
の

「
烏
」
と
「
鷲
」
の
関
係
を
分
析
し
、
そ
れ
が
虎
明
の
精
神
構
図
お
よ
び
現
実
認
識
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

　

再
び
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
物
語
を
想
起
し
て
み
よ
う
。「
烏
」
が
登
場
す
る
の
は
、「
鷲
」
が
蝸
牛
の
殻
を
破
る
術
を
知
ら
ず
困
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
鷲
」
か
ら
の
言
葉
は
い
ず
れ
も
地
の
文
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
鷲
」
が
「
烏
」
に
対
し
て
い
か
な
る

待
遇
表
現
を
使
っ
て
い
た
の
か
判
断
し
か
ね
る
が
、「
烏
」
は
「
鷲
」
に
対
し
て
確
か
に
敬
意
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、

－ （（（ －  （（4）（（（）



そ
れ
は
「
烏
」
が
本
来
の
力
で
は
と
う
て
い
「
鷲
」
に
歯
が
立
た
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
り
、
自
然
界
の
生
態
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
お
け
る

両
者
の
明
白
な
上
下
関
係
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
敬
意
の
表
現
こ
そ
使
っ
て
い
る
も
の
の
、「
鷲
」
が
自
力
で
は
結
局
で
き
な
か
っ
た
「
か
た
つ
ぶ
り
、
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
事
」
を

「
い
と
や
す
き
事
」
と
い
か
に
も
得
意
そ
う
な
口
ぶ
り
で
威
張
り
、
し
か
も
そ
の
方
法
を
素
直
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、「
吾
に
其
半
分

を
あ
た
へ
給
は
ゝ
、
教
奉
ら
ん
」
と
堂
々
と
獲
物
の
分
配
を
条
件
に
し
て
取
引
を
要
求
す
る
等
、
話
を
完
全
に
主
導
し
て
展
開
さ
せ
て

い
る
の
は
、「
烏
」
の
方
で
あ
る
。
頂
点
捕
食
者
と
し
て
の
威
厳
ど
こ
ろ
か
、
蝸
牛
さ
え
食
べ
ら
れ
ず
困
り
果
て
る
「
鷲
」
の
姿
は
、
何

と
な
く
気
の
毒
に
思
え
る
。
蝸
牛
の
殻
を
破
っ
た
後
、「
烏
」
と
の
約
束
通
り
「
鷲
」
が
獲
物
の
半
分
を
烏
に
与
え
た
か
は
文
面
か
ら
確

認
で
き
ず
不
明
で
あ
る
が
、
無
能
力
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
「
鷲
」
が
、「
烏
」
と
の
約
束
を
破
っ
て
獲
物
を
独
り
占
め
に
し
た
と
は
思
え

な
い
。

　

事
実
上
「
鷲
」
と
「
烏
」
が
対
面
す
る
段
階
か
ら
、
本
来
両
者
の
間
に
存
在
し
た
は
ず
の
位
階
の
秩
序
は
、
ね
じ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
で
は
、
そ
の
ね
じ
れ
の
き
っ
か
け
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、「
蝸
牛
の
殻
の
破
り
方
」
を
知
っ
て
い
る
烏
の
知
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
ね
じ
れ
た
上
下
関
係
を
も
と
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
物
語
は
、
虎
明
の
大
蔵
家
狂
言
師
と
し
て
の
現
実

認
識
と
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
執
筆
を
促
し
た
当
時
の
能
楽
界
の
事
情）

11
（

を
踏
ま
え
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

中
世
末
頃
ま
で
流
動
的
で
即
興
的
で
あ
っ
た
能
と
狂
言
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
制
度
的
に
保
護
・
統
制
さ
れ
は
じ
め
、
江
戸
時
代

に
入
る
と
幕
府
の
式
楽
と
し
て
定
め
ら
れ
、
伝
統
と
格
式
を
重
視
す
る
保
守
的
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
古
典
芸
能
と
し
て
の
台
本
の
整

備
や
演
目
の
定
着
な
ど
、
固
定
化
・
整
備
化
が
進
み
、
そ
れ
ま
で
活
動
し
て
い
た
猿
楽
諸
座
は
、
四
座
を
中
心
に
統
合
・
再
編
成
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
当
時
の
、
最
も
注
目
さ
れ
る
能
楽
界
の
出
来
事
と
い
え
ば
、
七
太
夫
が
喜
多
流
を
形
成
し
、
四
座
の
ほ
か
に
一
流
と
し
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て
公
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
七
太
夫
の
台
頭
の
背
後
に
、
徳
川
秀
忠
の
寵
愛
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
素
人
出
身
な
が
ら
も
派
手
で
面

白
い
彼
の
芸
は
広
く
歓
迎
さ
れ
、
そ
の
人
気
と
活
躍
は
四
座
太
夫
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
、
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
こ
と
も
紛
れ

も
な
い
事
実
で
あ
る）

11
（

。
だ
が
、
寛
永
十
一
年
の
「
関
寺
小
町
」
事
件）

11
（

が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
七
太
夫
の
活
躍
と
喜
多
流
の
繁
栄
に
対
す

る
能
楽
界
内
の
反
感
と
嫉
視
も
相
当
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
虎
明
が
一
子
相
伝
の
秘
書
と
し
て
『
わ
ら
ん
べ
草
』
を
執
筆
し
た
の
は
、
以
上
の
大
変
革
に
よ
る
危
機
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
、

ど
う
す
れ
ば
家
代
々
の
「
習
ひ
」
を
保
守
し
、
次
の
世
代
へ
と
精
緻
に
伝
え
、
家
を
存
続
さ
せ
る
か
、
と
い
う
動
機
か
ら
で
あ
っ
た
。

虎
明
の
最
大
の
拠
り
所
は
、「
伝
統
」
を
誇
る
大
蔵
「
家
」
代
々
の
「
習
ひ
」
に
則
っ
て
演
技
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
古

よ
り
作
法
、
は
つ
と
よ
く
守
る
べ
し
」（
七
八
段
）、「
先
古
法
を
や
ぶ
り
候
事
、
第
一
あ
し
き
事
な
り
」（
六
段
抄
）
と
い
う
断
言
は
、

虎
明
の
理
想
と
す
る
演
技
観
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
虎
明
が
こ
の
よ
う
な
「
習
ひ
」
尊
重
の
立
場
か
ら
、
七
太
夫
の
芸
風
を
軽
視

し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
は
「
伝
統
」
も
「
家
」
も
「
習
ひ
」
も
な
い
「
仕
出
の
上
手
」
で
あ
る
七
太
夫

の
見
取
り
芸
が
世
上
に
ま
か
り
通
り
、
好
評
を
博
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
七
太
夫
の
高
い
人
気
と
権
威
は
、
虎
明
す
ら
認
め

ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
伝
え
る
傍
証
は
、
慶
安
四
年
十
一
月
に
七
太
夫
か
ら
『
わ
ら
ん
べ
草
』

の
元
と
な
っ
た
『
昔
語
』
の
奥
書
加
判）

11
（

を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
米
倉
氏
の
指
摘）

11
（

に
あ
る
よ
う
に
、
虎
明
は
金
春
座
付
の
狂
言
師
な

の
で
、
流
派
の
伝
統
を
重
視
す
る
彼
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、『
昔
語
』
の
奥
書
を
記
す
人
は
金
春
太
夫
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
七
太

夫
に
頼
ん
だ
の
は
、
当
代
能
楽
界
の
第
一
人
者
と
し
て
の
七
太
夫
の
人
気
と
権
威
を
虎
明
が
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
虎
明
の
七
太
夫
に
対
す
る
態
度
は
、
鷺
流
に
対
す
る
露
骨
な
敵
視
・
非
難
一
色
の
態
度
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
習
ひ
」
の
な

い
と
い
う
点
で
は
、
七
太
夫
も
鷺
流
も
同
様
に
虎
明
か
ら
の
猛
烈
な
非
難
を
免
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
七
太
夫
の
芸
風
に
対

し
て
は
皮
肉
を
い
う
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
虎
明
が
七
太
夫
の
人
気
と
権
威
に
気
圧
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
虎
明
に
と
っ
て
七
太
夫
は
、
当
時
の
能
楽
界
の
第
一
人
者
と
し
て
そ
の
権
威
に
対
し
て
は
敬
意
の
念
を
表
白
す
べ

き
存
在
で
は
あ
る
が
、「
習
ひ
」
の
な
い
彼
の
芸
風
は
ど
う
し
て
も
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
虎
明
か

ら
見
る
七
太
夫
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
烏
」
か
ら
見
る
「
鷲
」
の
そ
れ
―
生
態
系
の
頂
点
に
立
っ
て
い
な
が
ら
も
「
蝸
牛
の
殻
の
破
り

方
」
は
知
ら
な
い
存
在
―
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寓
話
の
世
界
と
当
時
の
能
楽
界
と
い
う
異
な
る
領
域

を
貫
い
て
存
す
る
構
造
的
類
似
性
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
そ
こ
に
は
微
妙
か
つ
重
大
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
寓
話
の
世
界
で
「
烏
」

は
「
鷲
」
の
上
に
立
っ
て
振
舞
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
「
烏
」
の
知
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ね
じ
れ
た
上
下

関
係
の
上
で
展
開
さ
れ
る
寓
話
の
中
で
は
、
自
然
界
で
は
あ
り
え
な
い
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
家
代
々

の
「
習
ひ
」
に
拠
っ
た
芸
よ
り
新
興
流
派
の
見
取
り
の
芸
が
好
ま
れ
、
歓
迎
さ
れ
る
当
代
の
風
潮
は
、
虎
明
の
意
識
の
限
り
、
誤
っ
て

い
る
現
実
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
い
く
ら
虎
明
が
「
習
ひ
」
の
重
要
性
を
訴
え
て
も
、
彼
の
理
想
と
当
代
の
時
流
・
時
好
と
の
距
離
は
、

縮
ま
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
理
想
と
現
実
と
の
乖
離
が
も
た
ら
し
た
不
安
感
と
懐
疑
感
は
、
つ
い
に
虎
明
に
自
尊
の
心
理
を
働

か
せ
た
と
思
わ
れ
る
。『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
お
い
て
他
家
の
欠
点
に
敏
感
に
反
応
し
こ
と
ご
と
く
猛
烈
に
批
判
す
る
こ
と
も
、
ま
た
「
我

家
は
狂
言
の
根
源
也
」（
七
八
段
）、「
我
家
に
は
、
古
来
よ
り
仕
付
た
る
古
法
、
少
し
も
相
違
す
べ
か
ら
ず
」（
六
段
）
等
、
自
家
へ
の

赤
裸
々
な
称
賛
が
横
溢
す
る
こ
と
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
を
取
り
入
れ
る
過
程
で
、
虎
明
が
着
目
し
た
の
は
、
烏
の
知
的
優
位
性
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
習
ひ
」
を
備
え
て
い
る
自
負
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
烏
」
が
知
を
も
っ
て
「
鷲
」
の
上
に
た
ち
堂
々
と

振
舞
っ
た
よ
う
に
、
虎
明
も
「
習
ひ
」
を
武
器
に
し
、
た
と
え
圧
倒
的
な
七
太
夫
の
権
威
の
上
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、

せ
め
て
七
太
夫
の
芸
を
隠
微
に
笑
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
時
の
能
楽
界
の
風
潮
へ
の
反
感
と
不
満
を
巧
妙
に
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表
す
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
し
、
筆
者
の
提
示
し
た
解
釈
は
、
武
藤
氏
の
見
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
、
特
に
「
烏
」「
鷲
」
そ
れ
ぞ

れ
が
象
徴
す
る
意
味
に
関
し
て
は
、
正
反
対
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
の
だ
が
、「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
序
段
と
の
関
係
性
が
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
武
藤
氏
の
見
解
は
賛
同
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
藤
氏
の
見
解
は
未
だ
そ
の
有
効
性
を
完
全
に
失
っ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
氏
の
見
解
の
根
拠
と
な
っ
た
、「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
後
に
付
い
て
い
る
虎
明
の
評
言
の
存
在
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
と
と
も
に
序
段
全
体
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
文
字
通
り
に
読
み
取
る
限
り
、「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
の
引
用

は
、
武
藤
氏
の
教
訓
的
な
解
釈
に
帰
さ
れ
る
余
地
が
な
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
の
解
釈
の
妥
当
性
を
よ
り
明
確
に
す
る

た
め
、
虎
明
の
評
言
を
再
掲
し
、
今
一
度
読
み
直
そ
う
。

た
と
ひ
其
身
は
お
ろ
か
な
り
と
も
、
其
所
作
の
事
に
お
ゐ
て
は
、
か
し
こ
き
人
に
ま
さ
る
べ
し
。
人
に
よ
ら
ず
、
万
事
其
家
々
に
、

た
つ
ね
問
べ
し
。

　

一
読
す
れ
ば
分
か
る
通
り
「
た
と
ひ
其
身
は
お
ろ
か
な
り
と
も
、
其
所
作
の
事
に
お
ゐ
て
は
、
か
し
こ
き
人
に
ま
さ
る
べ
し
」
と
い

う
文
は
、
前
掲
の
序
段
抄
に
見
え
る
「
家
に
生
れ
た
る
者
は
、
其
身
下
手
に
て
も
、
代
々
の
書
物
、
其
外
云
伝
へ
も
有
べ
け
れ
は
、
作

法
の
事
は
仕
出
の
上
手
よ
り
ま
さ
る
べ
し
」
と
い
う
文
を
踏
襲
し
て
書
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
寓
話
の
「
烏
」
と
「
鷲
」

の
関
係
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
照
応
す
る
「
家
に
生
れ
た
る
者
」
と
「
仕
出
の
上
手
」
の
対
比
を
通
し
て
「
習
ひ
」
の
重
要
性
を
唱
え
る

序
段
抄
の
記
述
の
繰
り
返
し
と
考
え
て
よ
い
。
続
い
て
「
人
に
よ
ら
ず
…
」
以
下
は
、
流
派
を
問
わ
ず
質
問
せ
よ
と
い
う
文
字
通
り
の

解
釈
も
で
き
な
く
も
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
背
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
持
つ
専
門
性
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
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と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
専
門
性
は
家
代
々
の
「
習
ひ
」
に
よ
っ
て
維
持
・
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
右
の
虎
明
の
評
言
は
「
他
家
に
で
も
質
ね
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
力
説
」
す
る
も
の
で
は
な
く
、
序

段
抄
の
主
張
を
強
調
す
る
た
め
の
リ
ピ
ー
ト
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

六　
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
引
用
の
意
味

　

最
後
に
、「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
を
引
用
し
た
こ
と
の
意
味
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
引
用
さ
れ
た
「
鷲
と
蝸
牛
の

事
」
は
、「
習
ひ
」
尊
重
を
唱
え
る
序
段
お
よ
び
同
段
抄
の
主
張
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
虎
明
は
『
伊
曽
保
物
語
』
の

「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
を
原
文
の
ま
ま
で
取
り
入
れ
な
が
ら
も
そ
の
教
訓
性
に
盲
従
せ
ず
、
自
説
の
傍
証
と
し
て
そ
の
文
脈
の
中
に
吸
収
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
は
、
本
稿
で
の
考
察
の
前
提
と
し
て
ま
ず
動
か
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
に

引
用
さ
れ
た
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
は
、
単
に
教
訓
を
語
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
虎
明
の
自
家
中
心
的
な
観
点
か
ら
み
た
当
時
の
能

楽
界
の
一
端
を
断
片
的
に
描
写
す
る
と
同
時
に
、
虎
明
自
身
を
含
め
て
「
習
ひ
」
を
備
え
て
い
る
大
蔵
家
の
優
越
さ
を
誇
示
し
、
当
代

の
風
潮
を
諷
刺
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
伊
曽
保
物
語
』
由
来
の
寓
話
を
一
旦
教
訓
的
な
読
解
か
ら
引
き
離
し
、
そ
れ
が
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
を
踏
ま
え
、
従
来
と
は
別
角
度
か
ら
の
読
み
直
し
を
試
み
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
稿
の
意
義
が
あ
る
。

【
注
】

（
（
） 

李
澤
珍
「
古
活
字
版
『
伊
曽
保
物
語
』
の
出
版
年
代
再
考
」［『
国
語
国
文
』
八
七

－

七
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
一
八
年
］、
一
六
～
三
四
頁
。

（
1
） 

笹
野
堅
校
訂
『
古
本
能
狂
言
集
』
五
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
）。

（
1
） 

『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
全
文
翻
字
・
注
釈
書
に
、
池
田
広
司
・
杉
森
美
代
子
・
中
村
格
校
注
『
校
注
わ
ら
ん
べ
草
』（『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成　

謡
曲
狂
言
』
三
省
堂
、
一
九
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六
一
年
所
収
）
が
あ
り
、
同
書
で
は
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
見
出
さ
れ
る
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
底
本
の
「
抄
」
に
引
用
さ
れ
た
寓
話
は
い

ず
れ
も
翻
字
の
本
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
省
略
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
頭
注
で
触
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
制
限
等
の
事
情
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、「
凡
例
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
池
田

氏
ら
に
と
っ
て
『
伊
曽
保
物
語
』
か
ら
の
寓
話
は
、
虎
明
の
狂
言
論
と
の
関
連
性
の
薄
い
「
末
梢
的
な
も
の
」（「
凡
例
」
第
六
項
中
、
四
〇
六
頁
）
と
認
識
さ
れ
、
あ
ま
り
注

視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、『
伊
曽
保
物
語
』
の
全
文
翻
字
・
注
釈
書
に
、
武
藤
禎
夫
校
注
『
伊
曽
保
物
語　

万
治
絵
入
本
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

〇
年
）
が
あ
る
。
武
藤
氏
は
、
そ
の
補
注
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
引
用
さ
れ
た
『
伊
曽
保
物
語
』
寓
話
を
指
摘
し
な
が
ら
、
簡
略
な
解
説
を
つ
け
て
い
る
。

（
1
） 

管
見
の
限
り
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
が
存
す
る
の
を
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
表
①
～
⑥
は
池
田
氏
ら
（
前
掲
書
）
で
あ
り
、
⑦
は
森
田
武
氏
（「
解

説
」［『
仮
名
草
子
集　

日
本
古
典
文
学
大
系　

九
〇
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
］、
二
七
頁
）
で
あ
る
。

（
1
） 

『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
米
倉
利
昭
『
わ
ら
ん
べ
草
（
狂
言
・
昔
話
抄
）
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
）、
一
五
七
～
二
六
六
頁
、
同
著
「
わ
ら
ん

べ
草
成
立
論
補
訂
」［『
佐
賀
大
国
文
』
四
、
佐
賀
大
学
、
一
九
七
六
年
］、
一
～
二
〇
頁
を
参
照
。

（
1
） 

『
昔
語
』『
昔
語
抄
』『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
現
存
諸
本
に
つ
い
て
は
、
米
倉
利
昭
氏
（
前
掲
書
）
と
石
塚
道
子
氏
（「『
昔
語
鈔
』（
万
治
二
年
本
）
を
め
ぐ
っ
て
―
新
資
料
の
紹

介
を
か
ね
て
」［『
芸
能
史
研
究
』
六
五
、
芸
能
史
研
究
会
、
一
九
七
九
年
］、
三
九
～
五
一
頁
）
の
調
査
に
詳
し
い
。
な
お
、
既
述
の
よ
う
に
『
わ
ら
ん
べ
草
』
は
虎
明
自
筆

本
が
唯
一
の
現
存
本
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
刊
本
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
武
藤
禎
夫
氏
（
前
掲
書
、
三
三
八
頁
）
の
解
説
中
に
「
万
治
三
（
一
六
六
〇
）

年
刊4

『
わ
ら
ん
べ
草
』」（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（
1
） 

従
来
、
現
存
す
る
『
伊
曽
保
物
語
』
の
写
本
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
に
は
、
写
本
九
点
の
所
蔵
先
と
そ
の
本
文
系
統
を
簡
記
し
た
森
田
武
氏
の
解
説
（
前
掲
論
文
、
二
四
頁
）

が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

（
1
） 

吉
見
孝
夫
氏
（「
仮
名
草
子
『
伊
曽
保
物
語
』
を
引
用
、
改
作
す
る
諸
書
」［『
イ
ソ
ッ
プ
資
料
』
六
、
吉
見
孝
夫
、
二
〇
一
五
年
］、
一
一
～
一
六
頁
）
は
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
と

『
伊
曽
保
物
語
』
版
本
と
の
本
文
異
同
を
調
査
し
、
第
五
種
本
の
本
文
が
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
最
も
近
い
こ
と
を
対
照
表
で
示
し
て
い
る
。
但
し
、
吉
見
氏
の
検
証
対
象
に
古

活
字
版
無
刊
記
第
三
種
本
（
以
下
、
第
三
種
本
と
略
称
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
検
証
に
第
三
種
本
を
加
え
る
こ
と
で
、
氏
の
結
論
を
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
だ
が
、
依

拠
本
の
候
補
か
ら
第
三
種
本
を
除
外
し
、
第
五
種
本
説
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
氏
の
提
示
し
た
対
照
表
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
借
用
し
、
対
応
す
る
第
三
種
本
（
重
山
文

庫
所
蔵
）
の
字
句
を
加
え
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
お
こ
う
。
な
お
、『
わ
ら
ん
べ
草
』・
第
三
種
本
・
第
五
種
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
わ
）・（
三
）・（
五
）
と
略
記
す
る
。

 

　

⑴　

下
巻
第
十
二
話
〔
表
②
〕

 

　
　
（
わ
）
く
ら
ふ
事
あ
り

 

　
　
（
三
）
く
ら
ふ
事
あ
り
け
り

 

　
　
（
五
）
く
ら
ふ
事
あ
り

 

　

⑵　

下
巻
第
十
九
話
〔
表
③
〕

 

　
　
（
わ
）
何
と
て

 

　
　
（
三
）
何
に
よ
り
て
か

 

　
　
（
五
）
何
と
て
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⑶　

下
巻
第
二
十
四
話
〔
表
⑤
〕

 

　
　
（
わ
）
こ
と
な
ら
ず

 
　
　
（
三
）
こ
と
な
ら
さ
る
物
也

 
　
　
（
五
）
こ
と
な
ら
す

（
1
） 
虎
明
に
関
連
す
る
文
献
の
中
で
、
彼
の
用
い
た
『
伊
曽
保
物
語
』
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
一
つ
『
昔
語
』
三
十
五
段
に
「
い
そ
ほ
と
い
ふ
物
語

に
…
〈
下
略
〉」
と
『
伊
曽
保
物
語
』
の
書
名
を
記
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
乾
坤
本
と
呼
ば
れ
る
虎
明
の
自
筆
原
稿
の
同
箇
所
に
は
「
五
冊
ア
リ
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。

管
見
の
限
り
、『
伊
曽
保
物
語
』
の
刊
本
は
、
完
本
な
ら
ば
三
巻
三
冊
（
合
綴
し
て
三
巻
一
冊
の
も
の
も
あ
る
）
の
体
裁
を
持
ち
、
ま
た
写
本
も
同
様
な
の
で
、
現
存
す
る
『
伊

曽
保
物
語
』
諸
本
の
中
に
五
冊
本
は
確
認
さ
れ
な
い
。「
五
冊
ア
リ
」
と
あ
る
の
は
単
な
る
誤
写
・
誤
記
で
あ
る
か
も
れ
な
い
が
、
実
際
に
虎
明
の
手
持
ち
の
本
が
本
来
の
三

冊
本
を
五
冊
本
に
直
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
六
冊
本
に
直
し
て
の
ち
に
一
冊
を
失
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
な
く
も
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
傍
証
を

求
め
て
暫
く
後
考
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
乾
坤
本
は
、
小
山
弘
志
「
昔
語　

乾
坤
」［『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

四　

狂
言
』
三
一
書
房
、
一
九
七
互
年
］
の
翻

字
に
よ
る
。

（
（1
） 

川
瀬
一
馬
『
古
活
字
版
之
研
究
』（
安
田
文
庫
、
一
九
三
七
年
）、
六
〇
五
頁
。

（
（（
） 

米
倉
利
昭
、
前
掲
書
、
一
〇
四
～
一
一
七
頁
、
関
屋
俊
彦
「
大
蔵
弥
右
衛
門
家
蔵
『
預
ヶ
道
具
覚
帳
』
に
つ
い
て
」［『
國
文
學
』
七
八
、
西
大
学
国
文
学
会
、
一
九
九
三
年
］、

一
八
二
～
一
九
七
頁
を
参
照
。

（
（1
） 

杉
森
美
代
子
「
版
本
刊
行
の
面
か
ら
見
た
「
わ
ら
ん
べ
草
」
成
立
過
程
の
一
考
察
」［『
東
京
学
芸
大
学
研
究
報
告
』
一
三
、
東
京
学
芸
大
学
、
一
九
六
二
年
］、
一
～
九
頁
。

（
（1
） 

改
変
を
加
え
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
次
の
よ
う
な
推
測
も
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
ず
三
十
五
段
の
例
は
「
本
文
」
へ
の
引
用
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
他
の
六
例
が
い
ず
れ
も
「
抄
」
に
あ
る
の
と
異
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
本
文
」
は
既
に
慶
安
四
年
に
『
昔
語
』
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
昔
語
』
は
執

筆
当
初
よ
り
世
間
へ
の
公
表
が
想
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
冗
長
な
「
抄
」
の
文
章
に
比
べ
、
比
較
的
整
え
ら
れ
て
い
る
。
整
備
さ
れ
た
「
本
文
」
の
中
に
長
文
に
わ
た
る
原

話
の
全
文
を
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
論
の
展
開
が
繁
雑
と
な
る
の
を
避
け
、
肝
心
な
部
分
の
み
を
抜
粋
す
る
形
で
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
七
十

三
段
抄
の
例
は
、
そ
の
上
欄
に
「
此
事
上
に
有
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
原
話
の
二
度
目
の
引
用
（
一
度
目
は
、
三
十
九
段
抄
へ
の
引
用
）
と
な
る
の
で
、
再

び
原
話
全
文
を
書
写
す
る
必
要
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（1
） 

『
伊
曽
保
物
語
』
の
引
用
は
、
第
五
種
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
を
底
本
と
し
て
用
い
る
。
同
本
が
虎
明
の
依
拠
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、

同
本
の
現
存
本
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
本
の
ほ
か
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
本
の
三
点
で
あ
る
。
李
澤
珍
「『
伊
曽
保
物
語
』
版
本
系
統
の
再
検
討
―

B
系
統
古
活
字
本
の
本
文
異
同
を
中
心
に
―
」［『
近
世
文
芸
』
一
〇
六
、
日
本
近
世
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
］、
一
一
頁
。

（
（1
） 

『
伊
曽
保
物
語
』
下
巻
第
二
十
話
「
く
し
や
く
と
つ
る
の
事
」
に
「
鳥
と
い
つ
は
、
高
く
飛
を
も
つ
て
其
徳4

と
す
」（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
徳
」
を
天
性
、
本
来
の

力
の
意
で
用
い
た
例
が
確
認
さ
れ
る
。

（
（1
） 

「
権
門
高
家
」
は
「
高
位
高
官
に
あ
っ
て
権
勢
さ
か
ん
な
家
」（『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』）
と
い
う
辞
書
的
意
味
を
持
つ
が
、
こ
こ
で
は
言
葉
通
り
の
家
柄
と
い
う
よ
り

「
知
」
に
対
比
さ
れ
る
「
力
」
を
持
つ
者
、
す
な
わ
ち
権
力
者
の
比
喩
と
考
え
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
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（
（1
） 

『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
引
用
は
、
大
蔵
弥
太
郎
編
『
大
蔵
家
伝
之
書
古
本
能
狂
言
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
所
収
の
虎
明
自
筆
本
の
複
製
版
を
参
照
し
つ
つ
、
笹
野
堅
校
訂

『
わ
ら
ん
べ
草
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
の
翻
字
に
依
拠
す
る
。

（
（1
） 
武
藤
禎
夫
、
前
掲
書
、
三
三
八
～
三
三
九
頁
。

（
（1
） 

武
藤
禎
夫
、
前
掲
書
、
二
七
八
頁
。

（
11
） 

『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
元
と
な
っ
た
『
昔
語
』
に
お
い
て
本
来
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
単
位
で
書
か
れ
た
序
段
「
本
文
」
が
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
至
っ
て
は
、
句
単
位
で
区
切
ら
れ
、

句
ご
と
に
「
抄
」
が
付
さ
れ
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
こ
で
は
序
段
「
本
文
」
全
体
の
内
容
を
概
括
す
る
目
的
か
ら
、
便
宜
上
「
抄
」
を
と
り
、
区
切
ら
れ

た
各
句
を
繋
げ
て
引
用
す
る
。

（
1（
） 

北
川
忠
彦
「
わ
ら
ん
べ
草
解
題
」［『
古
代
中
世
藝
術
論　

日
本
思
想
大
系　

二
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
］、
八
〇
六
頁
。

（
11
） 

米
倉
利
昭
、
前
掲
書
、
三
三
六
頁
。

（
11
） 

石
塚
道
子
「
大
蔵
虎
明
の
『
わ
ら
ん
べ
草
』」［『
国
文
』
四
九
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七
八
年
］、
六
八
頁
。

（
11
） 

当
時
の
能
楽
界
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
表
章
・
天
野
文
雄
『
能
楽
の
歴
史　

岩
波
講
座 

能
・
狂
言　

一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）、
小
山
弘
志
・
田
口
和
夫
・
橋
本
朝

生
『
狂
言
の
世
界　

岩
波
講
座 

能
・
狂
言　

五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

（
11
） 

七
太
夫
の
活
躍
ぶ
り
や
彼
の
芸
風
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
表
章
「
解
題
」［『
舞
正
語
磨　

能
楽
史
料　

七
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
五
八
年
］、
一
五
三
～
一
七
九
頁
、
同
著
『
喜

多
流
の
成
立
と
展
開
』（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）、
小
林
静
雄
「
室
町
以
後
各
時
代
の
能
」［『
能
楽
全
書
』
二
、
東
京
創
元
社
、
一
九
八
一
年
］、
一
四
二
～
一
五
三
頁
を
参

照
。

（
11
） 

寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
九
月
、
仙
洞
御
所
で
、
観
世
太
夫
と
七
太
夫
の
立
合
能
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
七
太
夫
が
舞
っ
た
「
関
寺
小
町
」
が
悪
評
で
、
彼
の
演
技
が
正

当
な
伝
承
の
上
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。「
関
寺
小
町
」
事
件
の
詳
細
は
、
観
世
勝
右
衛
門
元
信
『
近
代
四
座
役
者
目
録
』「
今
ノ
幸
清
五

郎
」（
田
中
允
『
校
本
四
座
役
者
目
録
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
七
五
年
、
一
一
八
～
一
二
〇
頁
）、
表
章
、
前
掲
書
、
二
九
四
～
三
〇
七
頁
を
参
照
。

（
11
） 

「
右
之
書
物
、
令
一
覧
、
見
聞
所
、
無
相
違
、
不
絶
余
感
、
致
加
判
者
也　

北
七
太
夫
長
能
在
判
／
慶
安
四
年
十
一
月
十
七
日　

大
倉
弥
右
衛
門
殿
」

（
11
） 

米
倉
利
昭
、
前
掲
書
、
二
六
四
～
二
六
五
頁
。

＊
討
論
要
旨

　

谷
川
恵
一
氏
は
『
わ
ら
ん
べ
草
』
の
注
の
「
か
し
こ
き
人
」
と
『
伊
曽
保
物
語
』
本
文
の
「
智
者
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
し
た
。『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
は
『
伊
曽
保
物
語
』
本

文
引
用
そ
の
も
の
の
あ
と
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
つ
い
て
い
る
。「
た
と
ひ
其
身
は
お
ろ
か
な
り
と
も
、
其
所
作
の
事
に
お
ゐ
て
は
、
か
し
こ
き
人
に
ま
さ
る
べ
し
。
人
に
よ
ら
ず
、
万

事
其
家
々
に
、
た
づ
ね
問
べ
し
。」
こ
の
箇
所
、
こ
の
へ
ん
の
文
脈
は
非
常
に
と
り
に
く
い
と
思
う
、
な
ぜ
な
ら
『
伊
曽
保
物
語
』
の
な
か
に
は
「
智
者
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、

「
か
し
こ
き
人
」、
と
い
う
言
葉
と
、
何
か
ね
じ
れ
て
い
る
。
そ
の
へ
ん
の
全
体
の
、『
わ
ら
ん
べ
草
』
中
の
『
伊
曽
保
物
語
』
の
引
用
の
後
に
付
け
加
わ
っ
た
こ
の
1
行
分
部
分
を
ふ

く
め
て
、
対
応
関
係
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
権
門
高
家
の
人
」
と
「
智
者
」
と
い
う
の
は
違
っ
て
い
て
、
と
あ
る
が
、「
た
と
い
そ

の
身
は
お
ろ
か
」
と
い
の
は
ど
っ
ち
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
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発
表
者
は
、「
お
ろ
か
」
な
る
者
は
「
烏
」、「
か
し
こ
き
人
」
は
「
鷲
」
に
対
応
す
る
と
思
う
、
と
回
答
し
た
。

　

谷
川
氏
は
、『
伊
曽
保
物
語
』
の
引
用
部
分
の
「
智
者
」
と
い
う
の
は
「
烏
」
で
あ
り
、「
智
者
」
と
「
か
し
こ
き
人
」
が
逆
転
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
へ
ん
を
よ
く
説
明
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
お
話
し
が
辿
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
、
と
指
摘
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
整
理
さ
れ
て
展
開
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
感
想
を
述
べ
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
発
表
者
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
読
ん
で
い
た
だ
い
た
1
行
の
と
こ
ろ
の
、「
か
し
こ
き
人
」
と
い
う
の
は
「
智
者
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
尊
い
者
、
権

威
の
あ
る
者
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
寓
話
の
物
語
で
は
「
鷲
」
に
、
教
訓
で
は
「
権
門
高
家
の
人
」
に
対
応
す
る
と
い
う
の
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
読
ん
で
い
た
だ
い
た
文
章
は
、
寓
話
に
お
い
て
本
来
「
鷲
」
に
歯
が
立
た
な
い
「
烏
」
で
も
蝸
牛
の
殻
を
破
る
こ
と
に
関
し
て
は
「
鷲
」
よ
り
ま

さ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え
「
其
身
は
お
ろ
か
な
り
と
も
」
彼
の
専
門
分
野
に
関
し
て
は
、
普
段
そ
の
上
に
立
っ
て
い
る
「
か
し
こ
き
人
」
よ
り
優
れ
る
と
解
釈

す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

　

齋
藤
真
麻
理
氏
は
次
の
点
を
質
問
し
た
。『
わ
ら
ん
べ
草
』
が
『
伊
曽
保
物
語
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
改
め
て
そ
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
い
う

意
欲
的
な
発
表
だ
っ
た
と
思
う
、
そ
の
一
方
で
虎
明
が
そ
う
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
た
と
え
ば
他
の
引
用
箇
所
で
も
大
蔵
家
の
優
越
を
示
す
よ
う
な
引
用
の

仕
方
を
し
て
い
る
の
か
、
全
部
で
1
カ
所
あ
る
と
い
う
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、
も
し
見
通
し
が
あ
れ
ば
伺
い
た
い
。
一
方
で
『
伊
曽
保
物
語
』
は
非
常
に
版
種
が
多
く
、
古
活
字
版
が

1
版
出
て
い
る
し
、
万
治
二
年
版
か
ら
絵
が
入
る
、
非
常
に
広
く
読
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
例
え
ば
仮
名
草
子
の
『
戯
言
養
気
集
』
は
『
伊
曽
保
物
語
』
の
寓
話
を
ひ
い
て

い
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
流
行
と
ど
う
い
う
位
置
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
も
う
少
し
整
理
さ
れ
た
ら
よ
い
し
、
当
時
の
能
楽
の
世
界
に
対
す
る
批
判
だ
と
か
、
或
い
は

皮
肉
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
資
料
に
基
づ
い
て
こ
の
部
分
は
仰
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
伺
い
た
か
っ
た
、
し
か
し
と
り
あ
え
ず
伺
い
た
い
の
は
第
一

点
で
、
ほ
か
の
引
用
箇
所
で
も
大
蔵
家
の
優
越
を
読
み
取
れ
る
箇
所
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
質
問
し
た
。

　

発
表
者
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
発
表
で
は
「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
だ
け
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
が
、
他
の
1
カ
所
の
引
用
に
関
し
て
も
検
討
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、

芸
道
の
い
ま
し
め
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
本
日
の
発
表
の
よ
う
に
そ
の
前
後
の
文
脈
と
の
関
係
性
か
ら
再
検
討
す
る
と
、
芸
道
の
い
ま
し
め
と
い
う
意
味
で
は
説
明
し

難
い
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
鷲
と
蝸
牛
の
事
」
以
外
の
引
用
例
に
つ
い
て
は
、
今
後
別
の
機
会
で
詳
細
に
論
じ
た
い
、
と
述
べ
た
。
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