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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
別
稿

⑴

を
受
け
︑
醒
睡
笑
を
研
究
資
料
と
し
て
︑
そ
れ
に
お
け
る
希
望
表
現

⑵

の
実

態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

中
国
明
代
の
笑
話
集
の
影
響
を
受
け
て
我
が
国
で
も
江
戸
時
代
初
期
に
多
く
の
笑
話
集
あ
る

い
は
咄
本
が
作
成
さ
れ
た
︒
中
で
も
﹁
醒
睡
笑
︵
以
下
︑
本
書
と
略
す
︶
﹂
は
そ
の
完
成
形
と

も
い
え
る
も
の
で
︑
抄
本
も
度
々
出
版
さ
れ
︑
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
﹁
戯
言
養
氣
集
﹂﹁
昨
日

は
今
日
の
物
語
﹂
な
ど
の
笑
話
集
が
作
ら
れ
︑
説
経
︑
法
談
な
ど
と
と
も
に
﹁
語
り
﹂
の
種
本

と
し
て
広
く
流
布
し
た
︒
後
世
に
ま
で
影
響
を
与
え
︑
話
芸
と
し
て
の
落
語
に
形
を
変
え
て
伝

え
ら
れ
た
︒
編
者
の
安
楽
庵
策
伝
︵
一
五
五
四
年
~
一
六
四
二
年
︶
は
︑
浄
土
宗
誓
願
寺
の
法

主
で
あ
り
︑
本
書
の
序
文
に
﹁
策
傳
某
小
僧
の
時
よ
り
耳
に
ふ
れ
て
面
白
く
お
か
し
か
り
つ
る

事
を
反
故
の
端
に
と
め
置
き
た
り
﹂
と
記
す
よ
う
に
︑
見
聞
す
る
笑
話
を
集
め
︑
一
部
に
先
行

の
説
話
集
な
ど
か
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
加
え
て
一
書
に
纏
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
策
伝
は

京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
の
下
命
に
よ
り
写
本
と
し
て
︑
元
和
三
︵
一
六
一
七
︶
年
頃
勝
重
に

献
上
し
た
こ
と
が
勝
重
の
奥
書
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
八
巻
三
冊
に
一
○
三
九
話
の
笑
話
を
収
載

し
︑
内
容
に
よ
り
四
二
類
に
分
類
す
る
︒
基
本
的
に
は
語
り
の
文
体
で
あ
る
が
︑
和
歌
・
狂
歌

を
多
く
含
み
︑
漢
詩
・
経
典
な
ど
漢
文
の
引
用
も
多
い
︒
特
に
巻
五
の
﹁
上
戸
﹂
に
漢
文
で
表

記
さ
れ
た
長
文
の
一
話
は
︑
飲
酒
の
功
罪
を
議
論
す
る
内
容
で
あ
り
︑
蘭
粛
の
﹁
酒
茶
論
﹂︵
天

正
四
︿
一
五
七
六
﹀
年
成
立
︶
な
ど
二
物
の
優
劣
を
漢
文
で
記
述
す
る
先
行
文
献
が
念
頭
に
あ

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

柴
　
田
　
昭
　
二
　
　

連
　
　
　
仲
　
友
　
　

り
︑
他
の
笑
話
と
は
異
な
る
意
図
で
挿
入
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

テ
キ
ス
ト
に
は
︑
岩
淵
匡
編
﹃
醒
睡
笑

静
嘉
堂

文
庫
蔵

本
文
篇
﹇
改
訂
版
﹈﹄︵
笠
間
索
引
叢
刊
１
１
７　

昭
和
57
年
３
月
初
版
発
行　

平
成
12
年
11
月
改
訂
版
第
１
刷
発
行
︶
を
用
い
る
︒
そ
の
底
本
に

は
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
文
政
一
三
︵
一
八
三
◯
︶
年
書
写
の
写
本
で
あ
る
︒

　

二
、
希
望
表
現
の
構
成
形
式

　

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
構
成
形
式
と
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
︒

　
　
﹁
ま
ほ
し
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

一
例

　
　
﹁
た
い
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

八
八
例

　
　
﹁
ば
や
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
例

　
　
﹁
が
な
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
例

　
　
﹁
な
ん
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
例

　
　
﹁
か
し
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
例

　
　
﹁
た
ま
へ
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

五
例

　
　
﹁
ほ
し
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
例

　
　
﹁
欲
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
例

　
　
﹁
ね
が
ふ
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　

八
例

　
　
﹁
願
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
例

　
　
﹁
の
ぞ
む
﹂　　
　
　
　
　
　
　

六
一
例

　
　
﹁
望
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
例

　
　
﹁
い
の
る
﹂　　
　
　
　
　
　
　

一
三
例

　
　
﹁
祈
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
例

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

一



　

以
上
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
希
望
を
表
す
助
動
詞
と
し
て
は
﹁
た
い
﹂
の
用
例
が
多
数
見

ら
れ
る
が
︑﹁
ま
ほ
し
﹂
の
用
例
数
が
極
め
て
少
な
い
︒
終
助
詞
で
は
﹁
ば
や
﹂﹁
が
な
﹂﹁
な
ん
﹂

﹁
か
し
﹂
が
見
ら
れ
る
が
︑﹁
か
し
﹂
の
用
例
数
が
も
っ
と
も
多
い
︒
形
容
詞
で
は
﹁
ほ
し
﹂
の

み
が
見
ら
れ
る
︒
動
詞
で
は
﹁
ね
が
ふ
﹂﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
い
の
る
﹂
が
見
ら
れ
︑
ま
た
そ
れ
ら
に

関
連
す
る
名
詞
﹁
願
﹂﹁
望
﹂﹁
祈
﹂
を
含
む
字
音
読
み
の
複
合
語
が
見
ら
れ
る
︒
漢
字
表
記
の

﹁
欲
﹂﹁
願
﹂
は
一
般
の
名
詞
用
法
の
ほ
か
に
︑
漢
文
の
引
用
部
分
に
お
い
て
漢
文
語
法
の
助
動

詞
用
法
に
属
す
る
用
例
も
見
ら
れ
る
︒

　

三
、
各
形
式
の
用
法

　

１
、「
ま
ほ
し
」
の
用
法

　

ま
ず
︑﹁
ま
ほ
し
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
ま
ほ
し
﹂は
一
例
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︵
１
︶ 

木
鎌
を
持
て
山
へ
こ
そ
ゆ
け　

と
い
ふ
句
を
出
せ
り
宗
匠
き
か
ま
は
如
何
と
申
さ
る
ゝ

古
歌
の
候　

行
や
ら
て
山
路
く
ら
し
つ
時
鳥
今
一
聲
の
き
か
聞き

か

ま
ほ
し
さ
に

 

︵
巻
四　

そ
で
な
い
合
点　

一
四
一
頁
︶

　

例
︵
１
︶
は
和
歌
の
用
例
で
︑
名
詞
の
派
生
語
名
詞
﹁
ま
ほ
し
さ
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
︑﹁
ホ

ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
を
も
う
一
声
聞
き
た
い
の
で
︒﹂
の
意
を
表
し
︑
希
望
表
現
の
下
位
分
類

の
﹁
願
望

⑶

﹂
を
﹁
説
明

⑷

﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒
こ
れ
は
古
歌
︵
源
公
忠　

拾
遺
集
一
〇
六
︶

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
書
に
は
地
の
文
と
会
話
文
に
は
﹁
ま
ほ
し
﹂
の
用
例
は
見
ら
れ

な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
策
伝
の
使
用
語
と
し
て
﹁
ま
ほ
し
﹂
は
使
わ
れ
て
い
な
い
︒

　

２
、「
た
い
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
た
い
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
た
い
﹂
は
八
八
例
見
ら
れ
︑
用
例
数
が
最
も

多
い
︒
そ
の
内
に
派
生
語
名
詞
﹁
た
さ
﹂
が
二
例
︑
動
詞
﹁
た
が
る
﹂
が
六
例
含
ま
れ
る
︒

︵
２
︶ 

大
児
を
た
れ
人
の
賞
翫
し
け
る
に
や
け
し
か
ら
ぬ
活
計
の
あ
り
つ
る
と
見
え
い
ね
て
居

な
が
ら
あ
ら
苦
し
や
〳
〵
と
い
ふ
を
小
児
何
と
て
色
も
よ
く
無
病
左
右
に
は
あ
る
が
左

程
に
苦
し
い
か
や
唯
食
過
ぎ
て
身
か
熱
す
る
と
い
へ
る
に
げ
な
り
や
其
様
な
煩
な
ら
は

我
も
ち
と
持
病
に
持
ち
た
い
よ 

︵
巻
六　

児
の
噂　

二
一
〇
頁
︶

︵
３
︶ 

彼
与
兵
衛
申
つ
る
事
の
お
か
し
さ
よ
私
こ
そ
貧
乏
故
地
獄
に
落
候
と
も
せ
め
て
女
共
を

た
す
け
た
う
御
座
あ
る
と 

︵
巻
七　

思
の
色
を
外
に
い
ふ　

二
四
八
頁
︶

︵
４
︶ 

太
郎
い
ふ
わ
れ
は
日
本
の
岩
石
を
金
銀
に
し
て
其
中
へ
は
入
て
居
た
い
と
次
郎
我
は
日

本
の
海
川
を
硯
の
水
に
な
し
文
を
書
や
る
程
の
威
勢
を
な
し
た
い
と
三
郎
い
ふ
我
は
日

本
の
草
木
を
人
に
な
し
て
使
た
き
と 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
五
頁
︶

︵
５
︶ 

其
中
の
宿
老
か
い
ひ
け
る
︑
今
の
馬
は
我
が
に
し
た
ひ
そ
︑
何
に
せ
う
︑
あ
れ
に
の
り

さ
つ
さ
と
︑
か
け
廻
り
て
は
か
ゆ
き
に
鉢
が
開
き
た
い
と
︑

 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
八
頁
︶

　

例
︵
２
︶
~
︵
５
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒
例
︵
２
︶
は
﹁
食
べ
過
ぎ
く
ら
い

の
病
な
ら
︑
わ
た
し
も
少
し
持
病
に
し
た
い
よ
︒﹂︑
例
︵
３
︶
は
﹁
わ
た
し
こ
そ
貧
乏
で
地
獄

に
落
ち
て
も
い
い
が
︑
せ
め
て
女
人
達
を
救
い
た
い
も
の
だ
︒﹂︑
例
︵
４
︶
は
﹁
自
分
は
日
本

の
岩
石
を
金
銀
に
し
て
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
い
︒
次
郎
は
も
の
す
ご
い
威
勢
を
振
舞
い
た

い
︒
三
郎
は
日
本
の
草
木
を
人
に
し
て
使
い
た
い
︑
と
︒﹂︑
例
︵
５
︶
は
﹁
い
ま
駆
け
た
馬
は
︑

わ
た
し
の
も
の
に
し
た
い
︒
ど
う
に
か
し
て
あ
の
馬
に
乗
り
︑
駆
け
回
っ
て
手
早
く
托
鉢
が
し

た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
動
作
主
の
﹁
願
望
﹂
を
直
接
﹁
表
出

⑸

﹂
す
る
用
法
で
あ

る
︒
こ
こ
で
例
︵
５
︶
の
﹁
鉢
が
開
き
た
い
﹂
は
対
象
に
助
詞
﹁
が
﹂
を
取
る
こ
と
を
表
す
例

で
あ
る
︒
対
象
物
に
は
﹁
を
﹂
を
取
る
例
が
多
い
が
︑
現
代
語
の
﹁
水
が　

飲
み
た
い
︒﹂
に

相
当
す
る
用
法
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
数
少
な
い
例
で
あ
る
︒

︵
６
︶ 

大
般
若
を
轉
讀
の
施
主
あ
り
形
は
か
り
は
出
家
の
身
よ
む
へ
き
あ
て
は
な
け
れ
と
い
か

や
う
に
も
座
を
は
り
布
施
を
得
た
き
望
あ
る
故
法
衣
を
ま
と
ひ
膝
を
組
み

 

︵
巻
一　

無
知
の
僧　

三
七
頁
︶

︵
７
︶ 

小
機
嫌
の
よ
き
折
節
さ
ん
げ
物
語
を
し
け
る
か
一
人
い
ふ
様
五
躰
作
る
神
に
て
も
仏
に

て
も
あ
れ
あ
つ
ら
へ
た
い
事
か
あ
る
は
何
た
る
望
そ
や
さ
れ
は
よ
上
々
の
酒
を
の
む
時

静
に
か
み
く
た
き
吟
味
せ
ん
と
た
く
め
と
い
か
に
も
口
へ
入
レ
は
其
ま
ゝ
の
ど
へ
ざ
う

さ
も
な
く
走
り
こ
む
餘
リ
に
殘
多
し

頸
の
や
う
に
つ
く
れ
て
持
た
い
と

 

︵
巻
五　

上
戸　

一
八
六
頁
︶

　

例
︵
６
︶︵
７
︶
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
︒
連
体
形
は
﹁
た
き
﹂﹁
た
い
﹂
の

二
形
を
取
る
︒
例
︵
６
︶
は
﹁
布
施
を
得
た
い
気
持
ち
が
あ
る
の
で
︑
袈
裟
を
着
て
出
か
け
て

二



参
列
し
た
︒﹂︑
例
︵
７
︶
は
﹁
こ
の
身
体
を
つ
く
っ
た
の
が
神
で
も
仏
で
も
あ
れ
︑
注
文
し
た

い
こ
と
が
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
望
み
か
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂

す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
８
︶ 

夜
か
ら
よ
る
迄
働
き
ぬ
れ
ど
も
不
弁
さ
は
是
に
ま
さ
り
た
り
何
も
皆
前
世
の
約
束
と
見

え
て
あ
り
女
房
衆
亭
の
い
ふ
事
に
取
あ
は
す
た
ゝ
よ
み
た
く
は
歌
よ
ふ
て
そ
の
隙
〳
〵

に
働
玉
へ
と
い
ふ
に
彼
妻
夫
に
は
取
り
あ
わ
ず
隣
の
男
に
向
ひ
て

　
　

 　

ほ
に
出
て
い
ね
と
や
人
の
思
ふ
ら
ん
は
か
な
の
わ
れ
や
秋
を
見
な
が
ら

 

︵
巻
五　

き
や
し
や心　

一
六
七
頁
︶

︵
９
︶ 

護
摩
堂
の
本
尊
不
動
の
前
に
そ
な
へ
の
餅
有
人
見
て
あ
の
不
動
の
餅
を
二
ッ
三
ッ
こ
ん

が
ら
と
や
い
て
く
ふ
た
ら
よ
か
ら
ふ
な
新
發
意
出
て
く
ひ
た
く
は
し
ま
せ
た
れ
そ
無
用

と
せ
い
た
か
や 

︵
巻
八　

か
す
り　

三
〇
九
頁
︶

　

例
︵
８
︶︵
９
︶
は
﹁
歌
を
詠
み
た
い
な
ら
ば
歌
を
詠
ん
で
︑
そ
の
間
に
働
き
な
さ
い
︒﹂﹁
新

発
意
が
出
て
︑
餅
が
食
べ
た
け
れ
ば
食
べ
な
さ
い
︒﹂
の
意
で
︑﹁
は
﹂
に
下
接
し
て
仮
定
・
譲

歩
を
表
す
文
脈
で
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る

︵
10
︶ 

あ
る
時
内
の
者
經
箱
を
持
帰
る
途
中
に
て
酒
の
に
ほ
ひ
を
き
ゝ
の
み
た
さ
や
る
せ
な
し

そ
と
口
を
あ
け
給
は
り
ぬ 

︵
巻
三　

自
堕
落　

一
〇
九
頁
︶

︵
11
︶ 

住
吉
の
花
の
さ
か
り
に
少
人
を
誘
引
し
た
る
方
へ

　
　

 　

色
も
な
き
此
一
枝
を
送
る
也
人
の
心
の
花
の
見
た
さ
に

 

︵
巻
五　

心　

一
六
一
頁
︶

　

例︵
10
︶︵
11
︶は﹁
た
い
﹂の
派
生
語
名
詞﹁
た
さ
﹂の
用
例
で
あ
る
︒﹁
酒
の
匂
い
を
嗅
い
で
︑

飲
み
た
い
気
持
ち
が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
︑﹂﹁
あ
な
た
の
心
の
花
を
見
た
い
の
で
︒﹂
の
意
と

解
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
12
︶ 

物
は
か
ゝ
ね
と
利
口
な
者
に
て
ん
ひ
ん
と
は
何
と
書
そ
や
繼
母
と
書
と
答
ふ
そ
れ
は
不

都
合
な
る
事
と
い
う
さ
れ
は
こ
そ
唐
か
ら
本
の
文
字
は
あ
ら
ふ
と
ま
ゝ
よ
ま
ゝ
母
と
書

か
よ
い
な
せ
に
な
れ
は
く
へ
と
く
は
ね
と
た
ゝ
き
た
が
る

　
　

 　

た
た
い
て
は
す
り
す
り
髪
お
し
む
う
い
子
を
膝
に
た
き
の
せ
て

 

︵
巻
三　

不
文
字　

九
〇
頁
︶

︵
13
︶ 

法
華
の
沙
門
と
時
宗
の
法
師
と
知
音
に
て
と
り
〳
〵
参
會
あ
り
し
か
い
か
ゝ
は
し
た
り

け
ん
法
花
の
沙
門
此
比
栗
毛
の
馬
を
も
と
め
た
り
一
段
氣
に
入
て
時
宗
栗
毛
と
名
を
付

た
は
何
の
子
細
に
時
宗
は
出
た
ぞ
と
か
く
此
馬
お
と
り
た
が
る
則
時
宗
の
法
師
我
も
四

五
日
己
前
に
葦
毛
の
馬
を
か
う
た
は
名
を
は
法
花
葦
毛
と
付
た
よ
い
か
な
れ
は
法
花
と

は
い
ふ
そ
と
か
く
彼
馬
口
が
こ
は
さ
に 

︵
巻
八　

頓
作　

二
九
〇
頁
︶

　

例
︵
12
︶︵
13
︶
は
﹁
た
い
﹂
の
派
生
語
動
詞
﹁
た
が
る
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒﹁
若
者
に
な
れ

ば
喰
っ
て
も
喰
わ
な
く
て
も
天
秤
棒
で
叩
き
た
が
る
︒﹂﹁
と
か
く
こ
の
馬
は
踊
り
た
が
る
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

３
、「
ば
や
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
ば
や
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
ば
や
﹂
は
一
四
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内
の
九
例

が
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

︵
14
︶ 

か
く
し
題
を
い
み
し
く
興
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
御
門
の
ひ
ち
り
き
を
よ
ま
せ
ら
れ
け
る
に

︵
略
︶

　
　

 　

め
く
り
く
る
春
〳
〵
こ
と
に
桜
花
い
く
た
ひ
︵
ち
脱
カ　

著
者
︶
り
き
人
に
問
は
や

　
　

 

と
い
ひ
た
り
け
る
そ
や
さ
し
き 

︵
巻
五　

花　

一
六
六
頁
︶

︵
15
︶ 

境
に
て
牡
丹
花
の
も
と
へ
く
た
り
た
る
饅
頭
を
五
ッ
送
り
け
れ
は

　
　

 　

色
黒
く
し
か
も
か
た
ふ
て
人
く
は
す
此
饅
頭
を
馬
に
な
さ
は
や

 

︵
巻
七　

舞　

二
八
一
頁
︶

︵
16
︶ 　

花
を
の
み
待
ら
ん
人
に
山
里
の
雪
間
の
草
や
春
を
み
せ
は
や

　
　

 

利
休
は
わ
び
の
本
意
と
て
此
歌
を
常
に
吟
し
心
が
く
る
友
に
向
ひ
て
は
か
ま
へ
て
亡
失

せ
さ
れ
と
な
ん 

︵
巻
八　

茶
の
湯　

三
一
九
頁
︶

︵
17
︶ 
一
路
沙
門
和
泉
に
て
鉢
に
出
ら
れ
し
心
あ
る
人
内
よ
り　

何
を
か
な
ま
い
ら
せ
は
や
と

思
へ
ど
も　

達
磨
宗
に
は
一
物
も
な
し　

一
路

 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
六
頁
︶

　

例
︵
14
︶
~
︵
17
︶
は
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒
例
︵
14
︶
は
﹁
桜
の
花
は
何
度
散
っ
た

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

三



か
と
人
に
聞
き
た
い
も
の
だ
︒﹂︑
例
︵
15
︶
は
﹁
こ
の
く
さ
っ
た
饅
頭
を
馬
に
や
り
た
い
︒﹂︑

例
︵
16
︶
は
﹁
咲
く
花
ば
か
り
を
待
っ
て
い
る
人
に
山
里
の
雪
間
の
小
さ
な
緑
で
春
の
来
る
を

見
せ
た
い
︒﹂︑
例
︵
17
︶
は
﹁
な
に
か
を
さ
し
上
げ
た
い
と
思
う
が
︑
銭
の
な
い
達
磨
宗
の
私

に
は
何
物
も
な
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
例
︵
14
︶
~
︵
16
︶
は
﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る

用
法
で
あ
り
︑
例
︵
17
︶
は
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
18
︶ 

酒
盛
の
な
か
ば
臺
の
物
に
鶴
の
つ
く
り
た
る
を
取
あ
け
鶴
の
舞
を
見
は
や
な
と
は
や
さ

れ
よ
き
ふ
り
に
舞
お
さ
め
し
を
見 

︵
巻
一　

鈍
副
子　

三
〇
頁
︶

︵
19
︶ 

誕
一
検
校
あ
る
座
舗
物
語
の
つ
い
て
積
に
は
と
か
く
身
を
つ
か
ふ
よ
し
と
き
ゝ
目
の
よ

き
茶
磨
を
積
の
く
す
り
に
挽
ば
や
と
望
め
る
を 

︵
巻
八　

頓
作　

三
〇
〇
頁
︶

　

例︵
18
︶︵
19
︶は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
鶴
の
舞
を
見
た
い
も
の
だ
と
囃
さ
れ
︑﹂

﹁
よ
い
刻
み
目
の
あ
る
茶
臼
で
癪
の
薬
を
碾
き
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂

を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

４
、「
が
な
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
が
な
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
が
な
﹂
は
一
三
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内
に
七
例

が
歌
に
︑
五
例
が
能
の
台
詞
に
︑
一
例
が
会
話
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

︵
20
︶ 

福
は
宵
か
ら
よ
そ
へ
ゐ
た
物
を
と
て
つ
ふ
や
き
け
る
雄
長
老

　
　

 　

鬼
は
内
福
を
は
そ
と
へ
出
す
と
も
と
し
一
ッ
つ
ゝ
よ
ら
せ
す
も
が
な

 

︵
巻
一　

祝
過
る
も
い
な
物　

四
一
頁
︶

︵
21
︶ 

雄
長
老

　
　

 　

大
な
る
柿
う
ち
は
が
な
二
三
本
貧
乏
神
を
あ
ふ
き
い
な
さ
ん

　
　

 

也
足
の
判
柿
團
扇
は
貧
乏
神
の
つ
く
と
い
へ
は
二
三
本
に
て
あ
ふ
く
事
い
か
ゝ
弥
増
に

長
す
へ
く
や 

︵
巻
一　

祝
過
る
も
い
な
物　

四
二
頁
︶

︵
22
︶ 

と
て
も
行
者
の
奇
特
な
ら
は　

い
の
り
出
せ
し
其
餅
を　

ま
一
度
い
の
り
入
玉
へ

　
　

 

大
児

　
　

 　

大
そ
ら
に
は
ゝ
か
る
程
の
餅
も
か
な
い
け
る
一
期
に
か
ぶ
り
く
ら
は
ん

 

︵
巻
六　

兒
の
噂　

二
一
一
頁
︶

︵
23
︶ 

馬
の
よ
み
た
る
歌
は
い
ま
た
き
か
す

　
　

 　

世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
の
な
く
も
か
な
千
代
も
と
い
の
る
人
の
子
の
た
め

　
　

 

是
こ
そ
馬
の
よ
み
た
る
證
歌
さ
う
よ
是
は
業
平
の
に
て
は
な
き
か

 

︵
巻
七　

謡　

二
七
二
頁
︶

　

例
︵
20
︶
~
︵
23
︶
は
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
が
な
﹂﹁
も
が
な
﹂
は
体
言
に
も
用
言

に
も
直
接
に
下
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
︵
20
︶
は
﹁
鬼
は
内
に
︑
福
は
外
へ
と
出
し
て
し

ま
っ
て
も
︑
年
を
取
る
こ
と
は
し
た
く
な
い
︒﹂︑
例
︵
21
︶
は
﹁
貧
乏
神
が
好
む
と
い
う
大
き

な
柿
団
扇
が
二
︑
三
本
ほ
し
い
︒﹂︑
例
︵
22
︶
は
﹁
大
空
を
覆
う
程
の
大
き
な
餅
が
ほ
し
い
︒﹂︑

例
︵
23
︶
は
﹁
こ
の
世
の
中
に
避
け
ら
れ
な
い
別
れ
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
が
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
24
︶ 

唐
船
の
謡
に
身
も
か
な
二
ッ
と
あ
る
を
一
人
は
い
も
が
な
二
ッ
と
覚
ゆ
る
一
人
は
身
も

が
な
二
ッ
と
覚
へ
い
さ
か
ひ
に
な
り 

︵
巻
四　

そ
で
な
い
合
点　

一
四
七
頁
︶

　

例
︵
24
︶
は
能
の
﹁
唐
船
﹂
に
お
け
る
台
詞
を
引
用
す
る
部
分
に
あ
り
︑﹁
身
体
が
二
つ
ほ

し
い
と
い
う
せ
り
ふ
を
あ
る
人
が
︑
体
が
二
つ
ほ
し
い
も
の
だ
︑
と
言
う
と
別
の
一
人
が
︑
芋

が
二
つ
ほ
し
い
と
覚
え
た
と
言
っ
て
争
い
に
な
り
︑﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂

す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
25
︶ 

客
を
え
て
食
の
用
意
を
し
け
る
に
亭
主
走
り
廻
り
た
ま
さ
か
の
來
臨
な
る
に
い
か
な
る

め
つ
ら
し
き
物
も
か
な
と
い
ふ 

︵
巻
四　

唯
有　

一
五
三
頁
︶

　

例
︵
25
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
唯
一
の
用
例
で
あ
り
︑﹁
思
い
が
け
な
い
客
の
た
め
に
珍
し

い
物
が
あ
れ
ば
い
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

５
、「
な
ん
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
な
ん
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
希
望
表
現
と
見
ら
れ
る
﹁
な
ん
﹂
と
解
釈
で
き

る
用
例
が
一
例
見
ら
れ
る
︒

︵
26
︶ 

遣
唐
使
も
ろ
こ
し
に
あ
る
間
に
子
あ
り
日
本
へ
帰
る
時
妻
に
此
子
乳
母
は
な
れ
ん
程
に

は
迎
へ
取
へ
し
と
契
り
て
帰
朝
し
ぬ
遣
唐
使
の
く
る
こ
と
に
消
息
尋
れ
と
お音と
な
し
母

大
に
恨
児
の
首
に
簡
を
結
付
縁
あ
ら
は
親
に
逢
な
ん
と
海
に
投
入

四



 

︵
巻
一　

謂
被
謂
物
の
由
来　

一
一
頁
︶

　

例
︵
26
︶
は
文
脈
か
ら
﹁
逢
い
な
ん
﹂
と
読
み
︑﹁
縁
が
あ
れ
ば
父
親
に
逢
う
だ
ろ
う
︒﹂
の

意
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
が
︑﹁
逢
わ
な
ん
﹂
と
読
み
︑﹁
縁
が
あ
れ
ば
父
親
に
逢
っ
て
ほ
し

い
︒﹂
の
意
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
後
者
で
取
れ
ば
希
望
表
現
で
あ
り
下
位
分
類
の
﹁
希

求
⑹

﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

６
、「
か
し
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
か
し
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
希
望
表
現
を
表
す﹁
か
し
﹂が
二
二
例
見
ら
れ
る
︒

︵
27
︶ 

客
は
如
何
な
る
藝
能
の
候
そ
︑
ち
と
歌
道
を
心
得
て
あ
り
と
︑
さ
ら
ば
幸
の
仕
合
也
︑

子
を
餘
多
持
た
る
に
い
は
ふ
て
發
句
を
沙
汰
あ
れ
か
し
と
の
そ
む
時

　
　

 　

む
す
こ
た
ち
か
し
ら
か
た
か
れ
石
佛 

︵
巻
一　

祝
過
る
も
い
な
物　

四
四
頁
︶

︵
28
︶ 

如
何
に
も
鈍
な
る
傍
輩
是
を
見
我
レ
に
も
夢
物
語
せ
ら
れ
よ
か
し
氣
に
あ
ふ
様
に
い
ふ

て
小
袖
を
と
ら
ん
物
を
と
思
ひ
ゐ
つ
る
か 

︵
巻
一　

祝
過
る
も
い
な
物　

四
八
頁
︶

︵
29
︶ 

江
州
安
土
に
箔
打
十
人
斗
み
な
當
宗
也
い
ひ
合
せ
与
兵
衛
と
い
ふ
な
か
9

9

の
使
い
を
一
人

か
ゝ
へ
け
れ
こ
れ
は
浄
土
宗
也
そ
も
奉
公
せ
む
と
思
は
ゝ
日
蓮
の
教
門
に
入
や
と
頻
に

す
ゝ
む
れ
と
も
合
点
せ
す　

有
時
十
人
の
中
ゟ
金
子
一
枚
与
兵
衛
に
つ
か
は
し
手
前
な

ら
す
は
重
ね
て
も
合
力
せ
ん
す
る
是
非
受
法
せ
よ
か
し
と
与
兵
衛
力
不
及
大
乘
妙
典
を

頂
戴
せ
り 

︵
巻
七　

思
の
色
を
外
に
い
ふ　

二
四
九
頁
︶

　

例
︵
27
︶
~
︵
29
︶
に
お
け
る
﹁
か
し
﹂
は
動
詞
命
令
形
に
付
い
て
希
望
表
現
と
な
り
︑
例

︵
27
︶
は
﹁
わ
た
し
は
子
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
る
の
で
︑
祝
い
と
し
て
発
句
に
示
し
て
ほ
し

い
︒﹂︑
例
︵
28
︶
は
﹁
わ
た
し
に
も
吉
兆
の
夢
の
話
を
し
て
ほ
し
い
︒﹂︑
例
︵
29
︶
は
﹁
ぜ
ひ

日
蓮
宗
を
受
法
し
て
ほ
し
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
相
手
へ
の
希
望
を
表
す
希
望
表

現
の
下
位
分
類
の
﹁
希
求
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

７
、「
た
ま
へ
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
た
ま
へ
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
﹁
た
ま
へ
﹂
は
五

例
見
ら
れ
る
︒

︵
30
︶ 

此
僧
惡
王
に
逢
て
か
な
し
き
目
を
見
る
我
本
師
釈
迦
滅
後
也
と
も
見
給
ら
ん
助
玉
へ
と

念
ず
る
に
釈
迦
丈
六
紫
磨
金
の
光
を
放
ち
空
よ
り
來
り 

︵
巻
二　

賢
た
て　

八
〇
頁
︶

︵
31
︶ 

左
衛
門
尉
蔵
人
頼
実
は
い
み
し
き
す
き
者
也
和
歌
に
志
ふ
か
く
て
五
年
か
命
を
奉
ら
ん

秀
歌
よ
ま
さ
せ
給
へ
と
住
吉
に
祈
申
け
り 

︵
巻
五　

上
戸　

一
六
八
頁
︶

︵
32
︶ 

宗
長
杵
の
神
へ
参
詣
の
刻　

つ
く
や
う
に
守
ら
せ
給
へ
杵
の
神

　
　

 　

米
を
は
持
た
す
連
歌
也
と
も　

く
な
り
〳
〵
と
秋
風
ぞ
ふ
く

 

︵
巻
四　

そ
で
な
い
合
点　

一
四
三
頁
︶

　

例
︵
30
︶︵
31
︶
は
会
話
文
︑
例
︵
32
︶
は
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒
例
︵
30
︶
は
﹁
お

助
け
く
だ
さ
い
︒﹂︑
例
︵
31
︶
は
﹁
秀
歌
を
詠
ま
せ
て
く
だ
さ
い
︒﹂︑
例
︵
32
︶
は
﹁
杵
で
米

を
つ
く
よ
う
に
お
守
り
く
だ
さ
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
神
仏
に
対
す
る
祈
り
と
解

釈
で
き
る
︒
神
仏
や
高
貴
の
人
に
使
用
す
る
命
令
形
の
﹁
た
ま
ふ
﹂
は
尊
敬
の
意
を
持
ち
な
が

ら
希
望
を
表
す
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
︑
こ
れ
ら
は
﹁
希
求
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

８
、「
ほ
し
」「
欲
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
ほ
し
﹂﹁
欲
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
形
容
詞
﹁
ほ
し
﹂
は
一
七
例
見
ら
れ
︑
そ

の
内
に
派
生
語
名
詞
﹁
ほ
し
さ
﹂
が
三
例
︑
動
詞
﹁
ほ
し
が
る
﹂
が
一
例
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

漢
字
表
記
の
﹁
欲
﹂
が
一
三
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内
に
名
詞
用
法
が
三
例
︑
漢
文
に
お
け
る
助
動

詞
用
法
が
一
〇
例
見
ら
れ
る
︒

︵
33
︶ 

數
人
あ
つ
ま
り
居
お
の
か
心
〳
〵
の
望
を
か
た
り
つ
る
に
獨
は
い
ふ
我
は
た
ゝ
生
れ
つ

き
た
る
両
眼
の
外
に
目
三
ッ
ほ
し
い 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
七
頁
︶

　

例
︵
33
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
わ
た
し
は
生
ま
れ
も
つ
両
眼
の
ほ
か
に
︑

眼
が
三
つ
ほ
し
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
34
︶
紀
州
根
來
に
小
谷
の
西
原
と
云
人
か
た
の
如
く
有
徳
也
し
か
中
間
を
を
か
ん
と
す
る
時

内
の
者
に
い
ひ
渡
す
や
う
給
分
を
は
い
か
程
も
直
き
り
て
定
よ
日
に
三
度
の
く
ひ
物
は

ほ
し
い
程
く
は
せ
ん
と
堅
く
約
束
を
は
し
な
か
ら
一
向
さ
は
な
く

 

︵
巻
二　

吝
太
郎　

七
五
頁
︶

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

五



︵
35
︶ 

齋と
き

の
座
敷
に
て
三
位
児
の
膳
に
近
寄
ほ
し
く
も
な
く
と
無
理
に
飯
を
た
く
さ
ん
に
お
ま

い
れ
と
指
南
し
け
れ
は
児
箸
を
持
な
が
ら
ひ
た
物
泣
く 

︵
巻
六　

児
の
噂　

二
一
二
頁
︶

︵
36
︶ 
酒
つ
く
る
亭
主
町
屋
は
空
地
な
し
い
か
に
も
廣
キ
所
に
住
た
や
〳
〵
と
明
て
も
暮
て
も

案
し
け
る
か
有
時
京
の
三
十
三
間
に
参
り　

ね
ん
比
に
見
物
し
堂
の
前
に
く
だ
り
友
た

ち
に
向
て
別
に
望
は
な
い
我
は
此
堂
か
ほ
し
い
ひ
︵
ひ
衍
カ　

著
者
︶
は
何
事
に
や
酒

部
屋
に
し
た
い 

︵
巻
七　

思
の
色
を
外
に
い
ふ　

二
四
九
頁
︶

　

例
︵
34
︶
は
﹁
一
日
三
度
の
食
事
は
食
べ
た
い
だ
け
食
べ
さ
せ
よ
う
と
堅
く
約
束
を
し
た

も
の
の
︑﹂︑
例
︵
35
︶
は
﹁
食
べ
た
く
な
い
の
に
無
理
矢
理
に
飯
を
食
べ
る
よ
う
強
要
し
た
の

で
︑﹂︑
例
︵
36
︶
は
﹁
私
が
こ
の
堂
が
ほ
し
い
の
は
他
で
も
な
い
酒
造
場
に
し
た
い
こ
と
だ
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る

︵
37
︶ 

小
僧
あ
り
小
夜
ふ
け
て
長
棹
を
も
ち
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
ふ
り
ま
は
る
坊
主
是
を
見

付
そ
れ
は
何
事
を
す
る
そ
と
問
ふ
空
の
星
か
ほ
し
さ
に
う
ち
落
さ
ん
と
す
れ
と
も
落
ぬ

と 

︵
巻
一　

鈍
副
子　

三
三
頁
︶

︵
38
︶ 

小
さ
か
し
き
者
ふ
と
来
り
て
此
盗
人
に
入
た
る
者
こ
そ
わ
か
よ
く
知
つ
た
〳
〵
と
い
ひ

け
る
ま
ゝ
何
者
ぞ
聞
か
せ
て
た
べ
と
あ
な
か
ち
に
わ
び
け
れ
は
そ
と
さ
ゝ
や
き
て
い
ふ

や
う
此
盗
は
物
か
ほ
し
さ
に
は
入
つ
た
と 
︵
巻
二　

躻
ウ
ツ
ト
リ

　

六
八
頁
︶

　

例
︵
37
︶︵
38
︶
は
﹁
ほ
し
﹂
の
派
生
語
名
詞
﹁
ほ
し
さ
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒﹁
空
の
星
が
ほ

し
く
て
︑
た
た
き
落
と
そ
う
と
す
る
が
落
ち
な
い
︒﹂﹁
こ
の
盗
人
は
物
が
ほ
し
く
て
入
っ
た
︑

と
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
39
︶ 

あ
の
幽
霊
と
い
ふ
者
は
何
と
て
足
袋
を
ほ
し
が
る
そ
誠
や
死
出
の
山
刀
山
劍
樹
の
嶮
難

に
も
い
る
物
か
や
不
思
議
な
る
事
哉
と
獨
り
言
に
い
ふ
て
感
す
る
者
あ
り

 

︵
巻
七　

謡　

二
六
九
頁
︶

　

例
︵
39
︶
は
﹁
ほ
し
﹂
の
派
生
語
動
詞
﹁
ほ
し
が
る
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒﹁
あ
の
幽
霊
と
い

う
者
は
ど
う
し
て
足
袋
を
ほ
し
が
る
の
か
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
第
三
者
の
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂

す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
40
︶ 

終
に
は
都
に
の
ほ
り
多
賀
の
豊
後
守
に
議
を
う
け
け
れ
は
さ
る
事
あ
り
欲
界
に
生
を
う

く
る
者
凡
三
百
六
十
種
と
し
る
せ
る
中
に
人
こ
れ
か
長
た
り
婚
合
の
法
形
を
ま
し
ゆ
る

に
あ
り 

︵
巻
一　

謂
被
謂
物
の
由
来　

一
二
頁
︶

︵
41
︶ 

俗
云
︑
墮
︵
隨
カ　

著
者
︶
衆
生
欲
︑
種
〻
説
法
︑
不
可
限
一
隅
︑
昔
日
聞
分
別
功
徳

論
云
祇︵

マ
マ
︶園

有
比
丘
︑
病
經
六
年
︑
優
波
梨
往
問
所
須
︑
答
唯
思
酒

 

︵
巻
五　

上
戸　

一
七
七
頁
︶

　

例
︵
40
︶︵
41
︶
に
お
け
る
﹁
欲
界
﹂﹁
欲
﹂
は
仏
教
用
語
で
あ
る
︒
例
︵
40
︶
は
﹁
こ
の
世

の
欲
界
に
生
ま
れ
る
者
は
数
多
あ
る
中
で
︑﹂
の
意
︒
例
︵
41
︶
は
﹁
墮
﹂
字
が
異
本
に
﹁
隨
﹂

と
あ
る
の
に
従
っ
て
﹁
衆
生
ノ
欲
ニ
隨
ヒ
テ
︑
種
々
ノ
説
法
ア
リ
テ
︑
一
隅
ニ
限
ル
可
カ
ラ

ズ
︒﹂
と
読
み
下
だ
さ
れ
︑
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
42
︶ 

僧
云
︑
其
若
時
︑
側
耳
傾
心
有
聞
︑
未
曽
有
経
云
︑
祇

︵
マ
マ
︶陀

太
子
自
佛
言
︑
向
受
五
戒
︑

酒
戒
難
持
︑
畏
脱　
レ

得　
レ

罪
︑
今
欲
捨
戒
受　
二

十
善
法　
一 

︵
巻
五　

上
戸　

一
七
二
頁
︶

︵
43
︶ 

郭
弘
為
漢
帝
寵
愛　
一

︑
帝
問
云
︑
欲
封
卿
郡
邑
一

︑
何
地
好
︑
弘
好
飲
︑
對
曰
︑
若
封
酒

泉
郡
︑
実
出
望
外
︑ 

︵
巻
五　

上
戸　

一
七
九
頁
︶

　

例
︵
42
︶︵
43
︶
は
巻
五
の
漢
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒
例
︵
42
︶
の
﹁
欲
﹂
は
漢
文
語

法
で
の
助
動
詞
用
法
で
あ
り
︑﹁
今
戒
ヲ
捨
テ
十
善
法
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
︒﹂
と
読
み
下
だ
さ

れ
︑﹁
今
は
飲
酒
の
戒
を
や
め
て
十
善
の
法
を
受
け
た
い
︒﹂
の
意
︑
例
︵
43
︶
は
﹁
卿
ニ
郡
邑

ヲ
封
ゼ
ン
ト
欲
ス
︒﹂
と
読
み
下
だ
さ
れ
︑﹁
そ
な
た
に
領
地
を
封
じ
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑

い
ず
れ
も
﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

９
、「
ね
が
ふ
」「
願
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
ね
が
ふ
﹂﹁
願
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
ね
が
ふ
﹂
は
八
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内

の
一
例
が
﹁
冀
﹂
で
表
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
願
﹂
は
五
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内
二
例
が
巻
五
の
漢

文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

︵
44
︶ 

昔
よ
り
や
せ
の
寺
は
禁
酒
也
寺
中
に
酒
を
好
む
僧
の
工
み
て
經
箱
を
さ
ゝ
せ
角
を
と
り

い
か
に
も
結
構
に
ぬ
ら
せ
上
に
五
部
の
大
乘
經
と
書
付
そ
れ
を
通
ひ
に
し
け
り
酒
を
と

り
て
く
る
に
人
そ
れ
は
と
問
へ
は
是
は
五
部
の
大
乘
經
也
京
に
い
た
ゞ
か
ん
事
を
願
ふ

六



旦
那
あ
り
其
故
に
折
〻
持
て
ゆ
き
か
よ
ふ
と
答
ふ 

︵
巻
三　

自
堕
落　

一
〇
九
頁
︶

︵
45
︶ 
何
事
も
心
の
ま
ゝ
と
願
ふ
こ
そ
つ
く
り
や
ま
ふ

9

9

9

よ
満
足
は
せ
じ

 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
七
頁
︶

︵
46
︶ 

其
席
の
相
客
に
心
あ
る
人
の
さ
む
ら
い
て
中
だ
ち
し
此
旨
を
さ
た
か
に
聞
つ
け
寒
者
不

貪
尺
玉
而
冀
短
褐
︑
飢
者
不
顧
千
金
︑
而
羨
一
飡
と
あ
り
︑
彼
者
抒
懐
も
理
と
そ
憐
み

け
る 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
九
頁
︶

　

例
︵
44
︶︵
45
︶
は
﹁
京
に
経
典
を
い
た
だ
こ
う
と
願
う
旦
那
が
い
た
︒﹂﹁
ど
の
よ
う
な
こ

と
も
自
分
の
思
う
よ
う
に
願
う
け
れ
ど
も
︑﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
動
詞
用
法
で
あ
る
︒
例
︵
46
︶

は
漢
字
表
記
﹁
冀
﹂
で
あ
り
﹁
こ
ひ
ね
が
う
﹂
と
読
み
︑﹁
凍
え
た
者
は
宝
石
を
貪
る
こ
と
を

せ
ず
短
い
服
を
ほ
し
が
る
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
こ
れ
も
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
47
︶ 

唯
私
の
願
に
は
ね
う
だ
う
と
付
た
う
御
座
あ
る
︵
巻
二　

名
つ
け
親
方　

五
一
頁
︶

︵
48
︶ 

貧
な
る
人
の
い
ふ
や
う
は
︒
我
か
願
は
し
ろ
か
ね
を
︒
い
ま
一
貫
め
ほ
し
や
た
ゝ
︒
此

や
ね
ふ
い
て
す
み
た
や
と
︒ 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
七
頁
︶

　

例
︵
47
︶︵
48
︶
は
﹁
私
の
願
い
は
た
だ
ね
う
だ
う
と
い
う
戒
名
を
付
け
た
い
︒﹂﹁
私
の
願

い
は
銀
を
も
う
一
貫
ほ
し
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
一
般
的
な
﹁
願
い
﹂
を
表
す
名
詞
用
法
で

あ
る
︒

︵
49
︶ 

一
人
か
申
け
る
は
誰
人
の
建
立
と
こ
そ
存
つ
る
に
扨
は
飛
鳥
井
殿
の
建
さ
せ
給
ひ
て
候

よ
の
う
其
願
主
は
何
の
合
点
よ
り
い
ふ
そ
や
其
事
縁
起
の
次
第
か
い
つ
れ
の
こ
と
は
に

も
何
あ
り
か
あ
り
あ
り
〳
〵
と
よ
ま
れ
た
程
に
さ
う
か
と
思
ふ
て

 

︵
巻
三　

不
文
字　

九
八
頁
︶

︵
50
︶ 

泉
州
境
の
津
よ
り
る
す
ん
わ
た
り
の
商
人
住
吉
へ
社
参
し
宿
願
ニ
船
の
絵
を
書
一
の
神

殿
に
捧
神
楽
な
と
参
ら
せ
よ
ろ
こ
ひ
の
酒
も
り
す
る
に

 

︵
巻
七　

い
ひ
損
は
な
ほ
ら
ぬ　

二
五
二
頁
︶

　

例
︵
49
︶︵
50
︶
に
お
け
る
﹁
願
主
﹂﹁
宿
願
﹂
は
仏
教
用
語
で
あ
り
︑
発
願
し
た
人
︑
神
仏

に
立
て
る
﹁
願
﹂
を
表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
51
︶ 

俗
云
此
地
也
︑
衆
峯

り
　

環
テ

　

峙
︑
萬
水
清
流
︑
林
茂
碧
深
︑
花
竒
紅
酣
︑
異
木
累　
レ

葉
︑
群

草
飛
英
︑
是
不
境
待
人
乎
︑
惟
時
可ア

ツ

惜タ
ラ

酒
ヲ　

　

レ

不
愛
︑
對　
レ

花
啜　
レ

茶
殺
風
景
一

ナ
ル

　

︑
但
願

得
美
酒　

朋
友
常
共
斟

ト
　

︑
柳
文
書ニ

モ
タ
リ︑

又
花
間
置
酒
清
香
發
︑
李
白
詩
花
間
一
壺
酒
︑

獨
酌
無
相
親
︑ 

︵
巻
五　

上
戸　

一
七
〇
頁
︶

︵
52
︶ 

唐
李
白
将
進
酒

ト
　

云
題

ニ
テ

　

︑
岑
天
︵
夫
カ　

筆
者
︶
子
︒
丹
丘
生
︒
与
君
歌
一
曲
︑
清
︵
請

カ　

筆
者
︶
君
為
我
聴
︒
鐘

玉
帛
不
足
貴　

但
願
長
醉
不
須
醒

 

︵
巻
五　

上
戸　

一
七
四
頁
︶

　

例
︵
51
︶︵
52
︶
は
漢
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
願
﹂
は
漢
文
語
法
で
の
助
動
詞
用
法
で

あ
り
︑
例
︵
51
︶
は
﹁
但
ダ
願
ク
ハ
美
酒
ヲ
得
テ
常
ニ
朋
友
ト
共
ニ
斟
マ
ン
︒﹂
と
読
み
下
だ

さ
れ
︑﹁
た
だ
美
酒
を
得
て
常
に
朋
友
と
共
に
飲
み
た
い
︒﹂
の
意
︑
例
︵
52
︶
は
﹁
但
ダ
願
ク

ハ
長
酔
シ
テ
醒
ム
ル
ヲ
須
イ
ズ
︒﹂
と
読
み
下
だ
さ
れ
︑﹁
た
だ
い
つ
ま
で
も
酔
い
し
れ
て
醒
め

ず
に
い
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
あ
る
︒
先
述
し
た
漢
文

引
用
の
﹁
欲
﹂
の
用
例
と
同
様
︑
こ
の
漢
文
引
用
に
お
け
る
﹁
願
﹂
も
巻
五
の
﹁
上
戸
﹂
に
使

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

10
、「
の
ぞ
む
」「
望
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
望
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
の
ぞ
む
﹂
は
六
一
例
見
ら
れ
︑
動
詞

と
し
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
望
﹂
の
複
合
語
が
一
六
例
見
ら
れ
る
︒

︵
53
︶ 

紀
州
根
来
よ
り
普
光
院
御
所
へ
言
上
し
覚
鑁
の
大
師
号
を
望
方
兄
千
貫
つ
み
奉
ら
む
と

迄
才
覚
あ
り
つ
れ
共
頻
に
高
野
山
よ
り
さ
ゝ
へ
に
て
成
就
せ
さ
り
し
を

 

︵
巻
一　

落
書　

一
八
頁
︶

︵
54
︶ 

萬
に
鈍
也
し
男
の
し
か
も
富
貴
な
る
か
男
子
を
四
人
も
ち
た
り
雨
中
の
つ
れ
〳
〵
に
あ

つ
ま
り
居
己
〳
〵
か
心
に
望
む
事
を
懺
悔
せ
よ
と
あ
り

 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
五
頁
︶

　

例
︵
53
︶︵
54
︶
は
﹁
覚
鑁
の
大
師
号
を
望
ん
で
︑
銭
千
貫
を
積
み
ま
し
ょ
う
︒﹂﹁
そ
れ
ぞ

れ
の
心
に
望
む
こ
と
を
打
ち
明
け
な
さ
い
︑﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
55
︶ 

巫か
ん
な
ぎさ

れ
ば
よ
さ
る
方
よ
り
上
り
風
を
所
望
あ
る
ま
ヽ
ま
づ
其
風
を
吹
せ
ら
れ
る
此
次
に

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

七



や
が
て
其
方
望
の
風
を
吹
か
す
へ
し
と 

︵
巻
六　

う
そ
つ
き　

二
四
〇
頁
︶

︵
56
︶ 
せ
め
て
懺
悔
の
物
か
た
り
を
始
メ
聲
も
お
し
ま
す
申
せ
し
は
我
レ
か
望
は
別
に
な
い
天

下
を
十
日
持
た
や
十
日
の
内
に
夜
咄
す
る
者
共
を
皆
と
ら
へ
て
成
敗
し
て
み
た
い
と

 

︵
巻
七　

似
合
た
の
ぞ
み　

二
五
九
頁
︶

　

例
︵
55
︶︵
56
︶
は
﹁
ま
ず
そ
の
上
り
風
を
吹
か
せ
︑
そ
の
次
に
あ
な
た
の
望
み
の
風
を
吹

か
す
だ
ろ
う
︒﹂﹁
私
の
望
み
は
別
に
な
く
︑
天
下
を
十
日
間
手
に
し
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑

﹁
の
ぞ
み
﹂
は
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
57
︶ 

旅
人
寒
夜
の
物
う
さ
に
古
畳
を
一
て
う
所
望
し
て
き
せ
ら
れ
下
に
し
き
上
に
も
き
た
る

古
畳
を
一
て
う
所
望
し
て
き
せ
ら
れ 

︵
巻
一　

鈍
副
子　

三
四
頁
︶

︵
58
︶ 

待
ち
た
る
人
右
筆
を
よ
び
て
此
程
は
御
目
に
不
懸
本
望
に
存
候

 

︵
巻
三　

文
の
品
　々

一
〇
〇
頁
︶

　

例
︵
57
︶︵
58
︶
は
﹁
古
い
畳
を
一
枚
望
ん
で
︑﹂﹁
最
近
は
お
会
い
し
て
い
な
い
の
が
望
む

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
所
望
﹂﹁
本
望
﹂
は
字
音
読
み
の
熟
語
で
あ
り
︑

動
詞
用
法
及
び
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

　

11
、「
い
の
る
」「
祈
」
の
用
法

　

次
に
︑﹁
い
の
る
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
い
の
る
﹂
は
一
三
例
見
ら
れ
︑﹁
祈
﹂
の
複

合
語
は
一
一
例
見
ら
れ
る
︒

︵
59
︶ 

あ
る
人
北
野
に
籠
て
本
地
を
祈
け
れ
は
︑
か
く
ら
く
の
は
つ
せ
の
寺
の
仏
こ
そ
き
た
野

の
神
と
あ
ら
は
れ
に
け
れ 

︵
巻
一　

謂
被
謂
物
の
由
来　

九
頁
︶

︵
60
︶ 

さ
り
な
が
ら
馬
の
よ
み
た
る
歌
は
い
ま
た
き
か
す　

世
中
に
さ
ら
ぬ
別
の
な
く
も
が
な

千
代
も
と
い
の
る
人
の
子
の
た
め　

是
こ
そ
馬
の
證
歌
さ
う
よ

 

︵
巻
七　

謡　

二
七
二
頁
︶

　

例
︵
59
︶︵
60
︶
は
﹁
あ
る
人
が
北
野
に
籠
も
っ
て
本
地
垂
迹
の
神
仏
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
︑﹂﹁
い

つ
ま
で
も
と
祈
る
子
の
た
め
に
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
61
︶ 

あ
る
人
福
を
い
の
り
の
た
め
は
つ
せ
の
観
音
に
一
七
日
参
籠
し
け
る
か

 

︵
巻
八　

祝
済
た　

三
二
六
頁
︶

　

例︵
61
︶は﹁
あ
る
人
が
福
を
祈
る
た
め
に
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
こ
の﹁
祈
り
﹂は﹁
い
の
る
﹂

の
動
詞
連
用
形
の
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
62
︶ 

神
〻
の
祭
礼
と
い
ふ
も
仏
閣
の
祈
禱
と
い
ふ
も
主
の
と
む
ら
い
親
の
年
忌
い
つ
れ
か
祝

言
無
祝
言
飲の

む

と
食く

う

と
に
も
れ
た
る
や
有 

︵
巻
四　

そ
で
な
い
合
点　

一
三
八
頁
︶

︵
63
︶ 

山
伏
か
け
て
通
り
あ
ふ　

た
の
み
祈
念
す
る
程
に 

︵
巻
六　

児
の
噂　

二
一
一
頁
︶

　

例
︵
62
︶︵
63
︶
は
﹁
仏
閣
の
祈
禱
と
い
う
も
の
も
﹂﹁
通
り
か
か
っ
た
山
伏
に
︑
喉
に
つ
か

え
た
餅
が
取
れ
る
よ
う
頼
み
祈
る
う
ち
に
︑﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
祈
﹂
の
複
合
語
で
名
詞
及
び

動
詞
の
用
法
で
あ
る
︒

　

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
︑
醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
の
構
成
と
用
法
を
考
察
し
て
き
た
︒
希
望
表
現
の
構
成

形
式
に
は
︑
助
動
詞
﹁
ま
ほ
し
﹂
が
見
ら
れ
る
が
︑
古
歌
を
引
用
す
る
一
例
の
み
で
あ
り
︑﹁
た

い
﹂
が
希
望
表
現
の
中
心
で
あ
る
︒
終
助
詞
﹁
ば
や
﹂
と
﹁
が
な
﹂
は
主
に
歌
に
用
い
ら
れ
︑

雅
語
と
し
て
の
語
感
を
持
つ
︒﹁
な
ん
﹂
に
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
例
が
一
例
あ
り
︑﹁
か

し
﹂
は
動
詞
命
令
形
に
付
い
て
強
い
希
求
を
表
す
希
望
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒﹁
た
ま
ふ
﹂

の
命
令
形
﹁
た
ま
へ
﹂
は
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
う
ち
命
令
形
を
取
り
神
仏
に
対

し
て
用
い
る
場
合
は
希
求
の
希
望
表
現
と
な
る
︒

　

動
詞
﹁
ね
が
う
﹂﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
い
の
る
﹂
に
は
動
詞
用
法
と
動
詞
連
用
形
名
詞
用
法
と
が
見

ら
れ
︑
ま
た
﹁
願
﹂﹁
望
﹂﹁
祈
﹂
で
構
成
す
る
字
音
読
み
の
複
合
語
も
見
ら
れ
る
︒

　

漢
字
表
記
の
﹁
欲
﹂﹁
願
﹂
は
語
り
文
に
お
い
て
は
漢
語
﹁
欲
﹂︑
和
語
﹁
ね
が
い
﹂
と
読
む

名
詞
用
法
で
あ
る
が
︑
漢
文
の
引
用
部
分
に
お
い
て
は
漢
文
語
法
の
助
動
詞
と
し
て
︑﹁
~
ト

欲
ス
﹂﹁
願
ク
ハ
~
﹂
と
訓
読
さ
れ
︑﹁
願
望
﹂
を
﹁
表
出
﹂
す
る
用
法
で
用
い
ら
れ
る
︒

　

全
体
的
に
見
る
と
︑
醒
睡
笑
に
お
い
て
﹁
ま
ほ
し
﹂﹁
ば
や
﹂
の
用
法
が
衰
退
し
︑
希
望
表

現
の
最
も
中
核
的
な
存
在
は
﹁
た
い
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
た
い
﹂
の
多
用
と
﹁
か
し
﹂
の
希

望
表
現
へ
の
転
用
︑
ま
た
動
詞
﹁
の
ぞ
む
﹂
の
多
用
な
ど
に
︑
こ
の
時
代
の
﹁
語
り
﹂
と
し
て

の
用
語
・
用
法
が
見
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
︒

八



【
注
】

︵
１
︶ 

柴
田
昭
二
︑
連　

仲
友
﹁
希
望
表
現
の
通
史
的
研
究　

序
説
﹂﹃
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告

第
Ⅰ
部
第
１
０
９
号
﹄
平
成
12
年
３
月
︒

︵
２
︶ 
こ
こ
で
い
う
希
望
表
現
と
は
︑
人
の
願
い
望
み
に
関
す
る
︑
一
種
の
心
情
的
表
現
形
式
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
︑
話
者
自
身
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
を
﹁
願

望
表
現
﹂︑
他
者
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
を
﹁
希
求
表
現
﹂
と
称
す
る
︒
さ

ら
に
︑
希
望
を
発
す
る
場
合
を
希
望
の
﹁
表
出
﹂︑
そ
れ
以
外
の
問
い
質
し
や
過
去
な
ど
の
場
合

を
希
望
の
﹁
説
明
﹂
と
称
す
る
︒
現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
︑﹁
願
望
﹂
は
﹁
~
た
い
﹂
の
形
で
︑

﹁
希
求
﹂
は
﹁
~
て
ほ
し
い
﹂
の
形
で
表
現
す
る
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
一

人
称
現
在
形
形
式
﹁
一
人
称
~
た
い
﹂﹁
一
人
称
~
て
ほ
し
い
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
願
望
﹂︑﹁
希
求
﹂

の
﹁
表
出
﹂
で
あ
り
︑
一
人
称
の
過
去
形
﹁
一
人
称
~
た
か
っ
た
﹂﹁
一
人
称
~
て
ほ
し
か
っ
た
﹂︑

二
人
称
形
式
﹁
二
人
称
~
た
い
か
﹂﹁
二
人
称
~
て
ほ
し
い
か
﹂︑
三
人
称
形
式
﹁
三
人
称
~
た

が
る
﹂﹁
三
人
称
~
て
ほ
し
が
る
﹂
な
ど
の
形
式
は
︑﹁
説
明
﹂
に
あ
た
る
︒

︵
３
︶
注
︵
２
︶
参
照
︒

︵
４
︶
注
︵
２
︶
参
照
︒

︵
５
︶
例
︵
２
︶
参
照
︒

︵
６
︶
注
︵
２
︶
参
照
︒

【
付
記
】

　
　

 

ほ
ぼ
同
時
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
内
︑
天
草
版
諸
本
に
お
け
る
希
望
表
現
に
関
す
る
用
例
を
記

述
し
た
拙
文
が
あ
る
︒
就
い
て
見
ら
れ
た
い
︒

　
　

・ 

柴
田
昭
二
﹁
天
草
版
に
お
け
る
希
望
表
現
﹂︵
香
川
大
学
国
文
学
会
﹃
香
川
大
学　

国
文
研
究
﹄︶

　
　
　
　
　

第
48
号　

二
○
二
三
年
九
月
三
◯
日

 

︵
し
ば
た
し
ょ
う
じ　
　
　
　
　

香
川
大
学
名
誉
教
授
︶

 

︵
れ
ん
ち
ゅ
う
ゆ
う　
　

広
島
市
立
大
学
客
員
研
究
員
︶

 

︵
二
〇
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
受
理
︶

醒
睡
笑
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

九


