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一
、『
徒
然
草
』
の
道
徳
化

国
語
教
科
書
に
お
い
て
定
番
教
材
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
存
在
す
る
こ

と
は
自
明
な
こ
と
で
あ
り
、
古
典
教
育
で
も
そ
う
し
た
状
況
は
変
わ
り

な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
定
番
教
材
の
中
か
ら
『
徒

然
草
』
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

『
徒
然
草
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
典
教
育
の
中
の
人
気
教
材
で
あ

り
、
現
行
の
中
学
校
国
語
教
科
書
の
全
て
、
小
学
校
で
も
過
半
数
の
教

科
書
が
、『
徒
然
草
』
を
採
択
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
徒
然
草
』

に
は
定
番
教
材
だ
け
で
は
な
く
、
定
番
章
段
の
存
在
も
見
て
取
れ
る
。

序
段
は
別
に
し
て
、
第
五
十
二
段
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」、
第

九
十
二
段
「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
う
に
」、
第
一
〇
九
段
「
高

名
の
木
登
り
」
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
。
例
え
ば
、
第

五
十
二
段
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
は
五
社
中
四
社
が
掲
載
し
て
い
る
。

採
択
の
一
番
多
い
光
村
図
書
な
ど
は
、
序
段
と
こ
の
段
し
か
掲
載
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
に
問
題
が
存
在
し
て
い
る
の
も
事

実
で
あ
る
。

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
段
を
教
材
と
し
て
扱
う

場
合
、
そ
の
「
教
訓
性
」
や
「
過
去
の
偉
人
の
思
想
」
に
触
れ
る
こ
と

に
主
眼
を
置
い
た
、
極
め
て
「
道
徳
性
」
の
強
い
授
業
を
行
っ
て
し
ま

う
こ
と
で
あ
る
。
兼
好
法
師
の
思
考
を
見
習
う
べ
き
も
の
と
捉
え
、
兼

好
の
「
も
の
の
見
方
」
や
「
考
え
方
」
を
知
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、

そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、『
徒
然
草
』
に
限
ら
ず
、
古
典
と
い
う
作
品
に
そ
う
し

た
要
素
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
想
は
根
強
い
。
例
え
ば
、
改
訂
版
学
習

指
導
要
領
中
学
校
編
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
第
二
学

年
の
項
に
は
「
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場

人
物
や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
」
と
い
う
目
標
が
書
か
れ

　
　
『
徒
然
草
』
教
材
論

　
　
　
　

―
道
徳
化
か
ら
の
脱
却
―

古
久
根　
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て
い
る
。
そ
れ
だ
け
古
典
に
お
い
て
「
作
者
」
の
「
も
の
の
見
方
や
考

え
方
」
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
目
標
に
沿
う
よ
う
に
『
徒
然
草
』
は
採
択
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
何
故
な
ら
、
先
ほ
ど
の
目
標
が
設

定
さ
れ
て
い
る
中
学
校
第
二
学
年
に
お
い
て
、す
べ
て
の
教
科
書
が『
徒

然
草
』
を
掲
載
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
識
が
あ
る
か
ら
か
、
作
者
兼
好
法
師
の
考
え
は
、
半
ば

見
習
う
べ
き
も
の
の
よ
う
に
姿
を
変
え
、「
教
訓
性
」
を
帯
び
、
ま
る

で
道
徳
教
材
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
古
典
教
育
は
道
徳
の
授
業

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
古
典
に
「
教
訓
性
」
な
ど
の
「
先
験
的
価
値
」

は
存
在
し
な
い
。
古
典
に
価
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
習
者
が
古
典
と

接
し
て
い
く
中
で
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。そ
う
で
あ
る
以
上
、

道
徳
化
し
た
『
徒
然
草
』
の
授
業
か
ら
脱
却
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
そ
う
し
た
形
の
古
典
教
育
を
目
指

し
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

　
　

二
、
道
徳
化
の
現
状
及
び
関
係
概
念
と
し
て
の
古
典
教
育
と
い
う

考
え
方

『
徒
然
草
』
が
ま
る
で
道
徳
の
教
材
の
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
、
前
節
で
触
れ
た
。
な
ら
ば
実
際
に
ど
う
い
っ
た
形
の
授
業
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
本
節
で
は
指
導
案
を
例
に
確
認
し

て
い
く
。

斎
藤
真
紀
氏
の
実
践
は
光
村
図
書
の
教
科
書
を
用
い
て
、
中
学
校
二

年
生
を
対
象
に
平
成
二
十
二
年
に
行
わ
れ
た
実
践
で
あ
る
。
斎
藤
氏
は

教
材
観
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
注
1
）。

「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
で
は
、（
中
略
）
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
、

一
人
旅
な
ら
で
は
の
失
敗
に
よ
る
人
間
の
お
か
し
さ
、
先
達
の
重

要
性
な
ど
は
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
現
代
社
会
に
も
通
用
す
る

人
間
観
・
人
生
観
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
古
典
を
よ
り
身
近
な
も

の
に
感
じ
さ
せ
、
時
代
を
超
え
た
生
活
の
教
訓
が
あ
る
こ
と
を
理

解
さ
せ
た
い

教
材
観
と
し
て
、
既
に
「
生
活
の
教
訓
」
の
伝
達
を
目
標
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
段
階
で
『
徒
然
草
』「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

の
価
値
は
先
験
的
に
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

実
践
中
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・「
仁
和
寺
の
法
師
の
行
動
の
部
分
」
と
「
兼
好
法
師
の
考
え
の

部
分
」
に
分
け
て
考
え
さ
せ
る

　
　
　
　

←

・
仁
和
寺
の
法
師
の
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
。

　
　
　
　

←

・
兼
好
法
師
が
仁
和
寺
の
法
師
を
ど
の
様
に
捉
え
て
い
る
か
。
ま



― 57 ―

た
、兼
好
法
師
が
伝
え
た
い
こ
と
は
な
に
か
、考
え
さ
せ
る
。（
後

者
の
例
と
し
て
は
、「
そ
の
場
を
知
っ
て
い
る
人
と
一
緒
に
行

動
す
る
・
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
人
に
尋
ね
な
さ
い
・
何
事
も
下

調
べ
が
大
事
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。）

　
　
　
　

←

・
こ
う
し
た
話
が
、
自
身
の
経
験
に
な
い
か
を
感
想
と
し
て
書
か

せ
る
。
ま
た
、
次
時
の
目
標
と
し
て
は
、「
作
品
の
教
訓
を
読

み
取
り
、
兼
好
法
師
の
考
え
方
に
せ
ま
る
」
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。

実
践
中
で
、
兼
好
の
「
も
の
の
見
方
や
考
え
方
」
を
読
み
取
る
こ
と

が
重
要
と
考
え
ら
れ
、「
教
訓
」
を
知
る
道
徳
的
な
授
業
に
な
っ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、『
徒
然
草
』
に
「
教
訓
性
」
を
見
出
し
、
そ
れ
の

伝
達
を
目
指
す
授
業
は
多
い
。
例
え
ば「
古
典
か
ら
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
」

と
い
う
単
元
名
で
行
わ
れ
た
常
盤
佳
子
氏
の
授
業
実
践
で
は
、
古
典
教

育
の
目
標
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

生
涯
に
わ
た
っ
て
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
「
生
き
る
ヒ
ン
ト
」
を

古
典
か
ら
得
ら
れ
る
授
業
を
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
中
略
）
徒
然
草
を
学
習
教
材
と
し
、「
古
典
作
品
」
か
ら
「
現
代

に
通
じ
る
考
え
方
」
を
学
ぶ
学
習
を
と
い
う
思
い
で
本
単
元
を
考

え
た
。（
注
2
）

こ
う
し
た
実
践
に
共
通
す
る
の
は
、
や
は
り
古
典
に
対
し
て
「
先
験

的
価
値
」
を
認
め
、
そ
こ
に
「
生
き
る
ヒ
ン
ト
」
を
見
出
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
う
し
た
要
素
を
『
徒
然
草
』
に
見
出
し
た
い

気
持
ち
も
わ
か
ら
な
く
は
な
い
が
、
も
し
「
教
訓
」
や
「
生
き
る
ヒ
ン

ト
」
を
学
ば
せ
る
授
業
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
古
典
を
用

い
な
く
て
も
、
現
代
文
の
教
材
で
行
っ
た
ほ
う
が
生
徒
の
理
解
も
進
む

だ
ろ
う
。
古
典
と
し
て
時
間
を
と
っ
て
学
習
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
古

典
教
育
、
ひ
い
て
は
『
徒
然
草
』
だ
か
ら
こ
そ
存
在
す
る
教
育
的
意
義

を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
作
品
に
決
ま
り
き
っ
た
教
訓
性
を
見
出
し
た
の
で
は
、

生
徒
の
読
み
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
く
ま
で

生
徒
主
体
で
、
作
品
と
接
し
て
い
く
な
か
で
、
読
み
は
生
ま
れ
て
く
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
古
典
教
育
の

形
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
考
え
て
い
く
た
め
、
本
稿
で
は
、「
関
係
概
念
と
し
て
の

古
典
教
育
」
と
い
う
考
え
方
を
参
考
に
す
る
。

古
典
が
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
先
験
的
価
値
観
」
を
伝

達
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
「
典
型
と
し
て
の
古
典
教
育
」
と
、
学
習

者
と
の
関
係
性
の
中
で
古
典
の
価
値
が
表
れ
て
く
る
と
い
う
「
関
係
概

念
と
し
て
の
古
典
教
育
」
と
い
う
二
つ
を
区
別
し
、
定
義
づ
け
て
い
る

の
が
渡
邊
春
美
氏
で
あ
る
（
注
3
）。
そ
し
て
渡
邊
氏
は
古
典
に
「
先
験

的
価
値
」
を
認
め
ず
、「
関
係
概
念
と
し
て
の
古
典
教
育
」
を
推
奨
し

て
い
る
。「
道
徳
性
」
の
強
い
古
典
教
育
か
ら
の
脱
却
を
考
え
る
た
め
、
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こ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
で
は
あ
る
が
紹
介
す
る
。

ま
ず
、「
典
型
と
し
て
の
古
典
教
育
」
と
は
、「
典
型
」
や
「
規
範
」

と
い
っ
た
先
験
的
価
値
に
重
き
を
置
い
て
い
る
教
育
で
あ
る
。
本
節
で

扱
っ
た
実
践
例
が
、
典
型
化
し
た
「
教
訓
・
規
範
」
伝
達
を
主
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
「
典
型
と
し
て
の
古
典
教
育
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。

一
方
、渡
邊
氏
の
示
し
た
「
関
係
概
念
と
し
て
の
古
典
教
育
」
と
は
、

学
習
者
が
積
極
的
・
主
体
的
な
読
み
を
行
う
こ
と
で
、
個
々
の
中
に
古

典
が
立
ち
上
が
り
、
学
習
者
の
生
活
と
精
神
は
相
対
化
さ
れ
、
認
識
、

感
動
、
示
唆
、
指
針
、
反
省
を
新
た
に
さ
せ
、
今
日
を
生
き
る
力
と
な
っ

て
い
く
教
育
で
あ
る
と
渡
邊
氏
は
言
及
し
て
い
る
。
古
典
は
読
者
で
あ

る
学
習
者
が
主
体
的
な
読
み
を
行
い
、
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
読
み
か
ら

自
己
の
相
対
化
な
ど
を
通
し
て
、
価
値
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
実
践
例
に
あ
る
よ
う
な
「
先
験
的
価
値
の
伝
達
」
や
「
教

訓
性
」
と
い
う
考
え
は
存
在
し
な
い
。
あ
く
ま
で
生
徒
を
主
眼
に
置
い

た
授
業
で
あ
る
。

ま
た
、「
関
係
概
念
と
し
て
の
古
典
教
育
」と
い
う
姿
勢
の
背
景
に
は
、

古
典
に
対
し
て
「
価
値
も
意
義
も
、
読
み
手
主
体
が
そ
れ
を
発
見
し
、

引
き
出
し
て
、
初
め
て
存
在
す
る
」
と
い
う
「
関
係
概
念
と
し
て
の
古

典
観
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
古
典
文
学
研
究
の
分
野

に
お
い
て
、
古
典
作
品
の
多
く
が
「
時
代
を
超
え
て
読
み
継
が
れ
た
」

こ
と
や
、「
各
時
代
に
お
い
て
多
く
の
人
に
受
容
さ
れ
た
」
と
い
う
認

識
に
対
し
て
、
様
々
な
日
本
古
典
作
品
の
価
値
評
価
は
時
代
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
古
典
が
時
代
を
超
え
て
読
み
継
が
れ
て

き
た
、
受
容
さ
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
、
ハ
ル
オ
シ
ラ
ネ

氏
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
注
4
）。

で
は
次
節
か
ら
、「
典
型
」
的
教
訓
譚
か
ら
離
れ
た
読
み
を
『
徒
然
草
』

「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
を
題
材
に
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　

三
、「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
注
釈
比
較

本
節
で
は
、
先
験
的
価
値
や
教
訓
性
、
主
題
と
い
っ
た
「
典
型
」
と

な
っ
て
い
る
考
え
か
ら
距
離
を
と
っ
た
、「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
の

読
み
を
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
本
文
の
注
釈
書
解
説
や
訳
を
確
認
す
る
。
細

か
く
注
釈
を
比
較
す
る
作
業
を
行
い
、
知
識
を
得
て
お
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
を
教
え
る
側
が
適
宜
学
習
者

に
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
で
は
、
教
師
の
読
み
に
流

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
様
々
な
解

釈
を
学
習
者
が
得
て
い
く
こ
と
で
こ
そ
、
自
身
の
考
え
と
の
比
較
や
新

た
な
解
釈
の
発
見
な
ど
主
体
的
な
読
み
が
行
え
る
と
稿
者
は
考
え
て
い

る
。以

下
、
本
文
検
討
の
た
め
、
本
文
を
細
か
く
引
用
し
、
そ
の
部
分
に

か
か
わ
る
注
釈
や
考
察
を
ま
と
め
て
い
く
。
ま
た
、
注
釈
も
適
宜
省
略

し
て
い
く
。

参
考
に
し
た
注
釈
書
は
主
に
四
種
類
で
あ
る
。永
積
安
明
氏
が
校
注
、
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訳
を
担
当
し
て
い
る
『
方
丈
記　

徒
然
草　

正
法
眼
蔵
随
聞
記　

歎
異

抄　

新
編
日
本
文
学
全
集
44
』（
以
下
「
全
集
」）（
注
5
）。
久
保
田
淳

氏
校
に
よ
る『
方
丈
記
徒
然
草　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
39
』（
以
下「
大

系
」）（
注
6
）。
木
藤
才
蔵
氏
校
注『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

徒
然
草
』（
以

下
「
集
成
」）（
注
7
）。
そ
し
て
、
安
良
岡
康
作
氏
の
『
徒
然
草
全
注
釈

上
巻
』（
以
下
「
全
注
釈
」）（
注
8
）
で
あ
る
。

①
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
、
年
寄
る
ま
で
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば

仁
和
寺
に
あ
る
：

・
京
都
市
右
京
区
御
室
に
あ
る
、
真
言
宗
御
室
派
の
本
山
。
正
徹
本
の

「
仁
和
寺
に
な
る
法
師
」
に
よ
る
べ
き
か
。（
全
集
）

・
京
の
西
、
大
内
山
の
南
麓
に
あ
る
。（
大
系
）

・「
に
」
は
「
に
あ
る
」「
に
い
た
」
な
ど
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
の
で

き
る
助
詞
。（
集
成
）

・
こ
の
「
に
」
は
場
所
・
位
置
を
示
す
助
詞
。「
あ
る
」
は
「
在
る
」。

即
ち
、「
仁
和
寺
な
る
法
師
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
宇
多
天
皇
が

仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
建
立
さ
れ
た
。（
全
注
釈
）

石
清
水
：

・
石
清
水
八
幡
宮
。
京
都
府
八
幡
市
八
幡
坊
の
男
山
の
山
上
に
あ
る
。

（
全
集
）

・
仁
和
寺
か
ら
約
二
〇
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
道
の
り
の
所
に
あ
る
。（
集
成
）

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
仁
和
寺
、
石
清
水
八
幡
が
極
め

て
、
有
名
な
寺
社
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
両
寺
の
位
置
関
係
で
あ
る
。

注
釈
に
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
が
建
立
し
た
こ
と
や
、
天
皇
が
こ
こ
で

灌
頂
を
受
け
住
ん
で
い
た
こ
と
、
平
安
後
期
に
は
諸
宗
の
最
上
位
で
権

威
を
持
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
教
え
る
こ
と
で
、
学
習
者
に
も
そ
の
特

殊
性
は
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
注
9
）。
現
在
の
仁
和
寺
の
様
子
を
見

て
も
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
、
普
通
の
寺
社
で
な
い
こ
と
は
わ
か
る
は
ず

だ
。
稿
者
が
仁
和
寺
を
参
拝
し
た
時
も
、
そ
の
大
き
さ
や
風
格
に
は
驚

か
さ
れ
た
。
写
真
な
ど
を
用
い
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
学
習
者
に
感
じ

さ
せ
た
い
。
た
だ
、
仁
和
寺
は
応
仁
・
文
明
の
乱
な
ど
で
焼
失
し
、
現

在
の
も
の
は
適
宜
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
両
寺
の
位
置
関
係
も
今
後
関
わ
っ
て
く
る
の
で
し
っ
か
り
と

把
握
さ
せ
た
い
。
距
離
も
「
約
二
〇
キ
ロ
」
と
決
し
て
短
い
距
離
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
知
識
が
後
の
「
徒
歩
」
と
い
う
語
句
と
結
び
つ
い
て

く
る
。

②
心
う
く
覚
え
て
、あ
る
と
き
思
ひ
た
ち
て

心
う
く
：

・
情
け
な
い
。（
全
集
）

・
残
念
に
思
っ
て
。
石
清
水
八
幡
宮
は
神
仏
習
合
が
著
し
い
社　

だ
っ

た
か
ら
僧
侶
の
参
詣
を
拒
む
こ
と
は
な
い
。（
大
系
）

・
残
念
な
こ
と
。（
集
成
）

・
心
う
し
と
覚
え
て
。「
心
う
し
」
は
、
情
け
な
い
。（
全
注
釈
）
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学
習
者
の
中
に
は
僧
侶
が
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
う

も
の
も
い
る
だ
ろ
う
。
神
仏
習
合
に
関
す
る
知
識
も
、
あ
る
程
度
教
え

る
必
要
が
あ
る
。　
　
　
　

「
心
う
く
」
の
訳
が
「
情
け
な
い
」
と
「
残
念
な
こ
と
」
で
違
っ
て

い
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
く
流
し
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
が
「
情
け
な
い
」
と
「
残
念
」
で
は
多
少
意
味
合
い
が

違
っ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
ど
ち
ら
か
決
め
か
ね
る
こ
と
も
あ

る
と
思
う
が
、通
読
し
た
の
ち
、古
語
辞
書
と
国
語
辞
書
を
用
い
て
、「
心

う
く
」
と
「
情
け
な
い
」「
残
念
」
と
い
っ
た
日
常
語
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、

ど
ち
ら
が
こ
の
場
面
の
心
情
と
し
て
適
し
て
い
る
か
考
え
て
い
き
た

い
。
そ
う
し
た
活
動
を
通
し
て
、
学
習
者
の
日
常
語
に
対
す
る
意
識
、

よ
り
詳
し
く
言
え
ば
無
自
覚
に
用
い
て
い
る
言
語
に
対
す
る
意
識
を
変

え
て
い
く
よ
う
な
言
語
教
育
も
行
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た

活
動
が
学
習
者
を
よ
り
主
体
的
に
さ
せ
、
読
み
の
深
化
に
も
繋
が
っ
て

い
く
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
古
橋
恒
夫
氏
は
法
師
が
年
寄
る
ま
で
石
清
水
を
参
拝
し
な

か
っ
た
こ
と
を
「
心
う
く
」
覚
え
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
鬱
積
を
早
く
払
お
う
と
し
た
あ
ま
り
、「
あ
る
時
思
ひ
た
ち
て
」

「
た
だ
ひ
と
り
、
徒
歩
よ
り
」
出
発
す
る
と
い
う
独
断
的
行
為
に
走
り
、

自
身
の
失
敗
に
気
付
か
ず
、
得
意
に
な
っ
て
話
す
独
り
よ
が
り
な
行
為

を
生
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
10
）。
こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、

よ
り
「
心
う
し
」
の
訳
の
重
要
性
も
増
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

③
た
だ
一
人
、徒
歩
よ
り
詣
で
け
り
。

徒
歩
よ
り
：

・
徒
歩
で
。「
よ
り
」
は
動
作
の
方
法
・
手
段
を
表
す
助
詞
。（
全
集
）

・「
よ
り
」
は
、
手
段
方
法
を
表
す
格
助
詞
。（
集
成
）

・
こ
の
「
よ
り
」
は
「
に
て
」
の
意
。（
全
注
釈
）

こ
の
部
分
は
、
現
代
語
訳
の
比
較
で
は
違
い
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

が
、
こ
の
章
段
の
解
釈
の
上
で
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
詳
し
く
考
察
し
た
の
が
、
安
良
岡
康

作
氏
で
あ
り
、
氏
は
当
時
の
記
録
な
ど
を
参
考
資
料
に
し
つ
つ
、
こ
う

言
及
す
る
。

「
徒
歩
よ
り
」
の
句
が
、
河
船
に
よ
ら
な
い
徒
歩
に
よ
る
陸
行
の

意
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
当
時
の
交
通
状
態
か
ら
推
し
て
確
か

で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、た
だ
ひ
と
り
、道
づ
れ
も
作
ら
ず
、

ひ
た
む
き
に
四
里
ば
か
り
の
道
を
歩
き
続
け
た
老
僧
の
姿
が
や
や

具
体
的
に
浮
か
ん
で
く
る
し
、
そ
れ
は
「
か
た
へ
の
人
」
に
語
る

ひ
と
り
よ
が
り
と
も
結
び
つ
い
て
く
る
。
淀
川
を
下
る
船
中
な
ら

ば
、
同
じ
八
幡
宮
参
拝
者
も
同
乗
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
八
幡
宮
が
男
山
の
山
上
に
鎮
座
ま
し
ま
す
こ
と
ぐ
ら
い
の

予
備
知
識
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
た

だ
一
人
」「
徒
歩
よ
り
」
の
二
つ
の
句
は
、
こ
の
僧
の
失
敗
を
導
き

出
す
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
思
う
。（
注
11
）
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安
良
岡
氏
は
僧
の
失
敗
に
つ
い
て
、こ
の
「
た
だ
一
人
」「
徒
歩
よ
り
」

と
い
う
語
句
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ

る
。ま

た
こ
の
表
現
が
、
失
敗
の
要
因
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

こ
と
と
同
様
に
、「
徒
歩
」
と
い
う
の
が
僧
の
逸
る
思
い
を
示
す
意
図

も
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。地
図
を
示
し
な
が
ら
、

船
旅
を
す
る
よ
り
も
、
陸
路
に
よ
り
直
行
し
た
ほ
う
が
、
近
道
に
な
る

た
め
、
老
僧
は
そ
れ
を
選
ん
だ
と
し
て
い
る
。
早
く
参
詣
し
た
い
と
い

う
意
識
が
、
ま
た
僧
の
失
敗
を
導
い
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
察
と
は
違
っ
た
見
解
を
示
し
た
の
が
、
稲
田
利
徳
氏
の

説
で
あ
る
。

氏
は
特
定
の
表
現
、「
徒
歩
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
意

図
を
、『
徒
然
草
』
と
、
同
様
な
表
現
を
有
す
る
他
の
作
品
も
視
野
に

入
れ
、「
伝
統
や
当
代
社
会
の
な
か
に
お
け
る
そ
の
表
現
に
対
す
る
共

通
感
情
、
共
通
認
識
を
探
り
あ
て
、
そ
れ
を
「
徒
然
草
」
の
表
現
と
か

か
わ
ら
せ
て
」
考
察
し
て
い
っ
た
（
注
12
）。

こ
の
表
現
に
関
し
て
、
ま
ず
、
稲
田
氏
は
三
木
紀
人
氏
の
注
釈
を
参

考
に
し
て
、
陸
路
も
船
も
、
船
に
よ
る
省
力
を
除
け
ば
、
時
間
的
に
あ

ま
り
差
は
な
く
、
老
僧
が
あ
え
て
、
負
担
の
多
い
ほ
う
を
選
ん
だ
と
考

え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
僧
が
、
よ
り
負
担
の

多
い
陸
路
を
選
ん
だ
理
由
は
、
そ
の
信
心
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

稲
田
氏
は
、
そ
の
説
を
裏
付
け
る
た
め
に
、「
今
鏡
」
や
「
無
名
抄
」

の
「
徒
歩
よ
り
詣
ず
」
を
引
用
し
、
こ
う
し
た
作
品
の
中
で
「
徒
歩
よ

り
」
と
い
う
表
現
が
、「
自
ら
に
労
苦
を
課
し
、
修
行
練
苦
に
よ
っ
て

神
の
霊
験
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
行
為
」
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
う

し
た
意
識
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、「
徒
歩
よ
り
詣
で
け
り
」
の
表
現
意
図
を
稲

田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
考
察
す
る
。

老
法
師
が
「
徒
歩
よ
り
」
参
詣
し
た
の
は
、（
中
略
）
乗
り
物
を

利
用
せ
ず
、
敢
え
て
「
徒
歩
よ
り
」
参
詣
す
る
行
為
を
選
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
分
に
辛
苦
を
課
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
信
仰
の
深
さ
を
示
し
、
神
の
御
利
益
を
期
待
し
た
た

め
で
あ
る
。（
中
略
）
老
法
師
の
石
清
水
八
幡
参
詣
が
、
単
に
、

そ
の
建
造
物
の
壮
観
さ
や
そ
れ
の
鎮
座
す
る
場
所
を
物
見
遊
山
す

る
た
め
で
は
な
く
深
い
信
仰
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば
」（
中
略
）
と
参
詣
の
姿
勢
を
堅
持

し
、か
た
へ
の
人
に
対
し
て
も
「
尊
く
こ
そ
お
は
し
け
れ
」
と
、（
中

略
）尊
厳
さ
か
ら
と
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。（
中

略
）
兼
好
が
、
こ
の
章
段
で
、「
徒
歩
よ
り
ま
う
で
け
り
」
に
込

め
た
表
現
意
図
、
表
現
効
果
は
、
間
の
抜
け
た
失
敗
に
気
付
く
こ

と
な
く
、
得
意
げ
に
八
幡
参
詣
の
意
義
と
満
足
と
を
「
か
た
へ
の

人
」
に
語
る
老
法
師
の
滑
稽
さ
を
倍
加
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

（
注
13
）

稲
田
氏
は
、「
徒
歩
よ
り
詣
で
け
り
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、「
特
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に
船
旅
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
そ
の
行
為
が
失
敗
を
招
く

重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
な
ど
と
表
現
し
て
は
い
な
い
」
と
安
良
岡
氏
の

説
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
「
徒
歩
」
と
い
う
表
現
は
、「
信
仰
の
深
さ
」、

「
神
の
御
利
益
の
期
待
」
と
い
う
点
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明

す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
老
法
師
の
「
滑
稽
さ
」
を
強
調
す
る
役
目
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

安
良
岡
氏
、
稲
田
氏
の
考
察
は
学
習
者
に
は
難
易
度
の
高
い
も
の
で

あ
る
と
は
思
う
が
、
こ
の
部
分
の
表
現
は
作
品
の
読
み
に
大
き
く
か
か

わ
っ
て
く
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
訳
も
そ
れ
ほ
ど
複
雑

で
は
な
い
た
め
簡
単
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
い
が
ち
の
部
分
で
あ
ろ
う

が
、
し
っ
か
り
と
触
れ
て
い
き
た
い
。

④
極
楽
寺
・
高
良
な
ど
を
拝
み
て
、か
ば
か
り
と
心
得
て
帰
り
に
け
り
。

極
楽
寺
・
高
良
：

・
男
山
の
麓
に
あ
っ
た
八
幡
宮
付
属
の
寺
社
。「
高
良
」は
高
良
大
明
神
。

「
極
楽
寺
」
は
神
宮
寺
、
高
良
は
摂
社
。（
全
集
）

・「
極
楽
寺
」
男
山
の
東
北
麓
に
あ
っ
た
石
清
水
別
当
寺
。「
高
良
」
高

良
神
社
。
男
山
の
東
北
麓
に
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
の
摂
社
。（
集
成
）

か
ば
か
り
と
：

・
こ
れ
だ
け
の
も
の
と
。（
全
集
）

・
こ
れ
ら
だ
け
と
。（
大
系
）

比
較
的
、注
釈
書
に
よ
っ
て
の
訳
の
バ
ラ
つ
き
の
な
い
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
「
神
宮
寺
」
や
「
摂
社
」
な
ど
知
識
を
要
す
る
場
面
で
あ
る

の
で
、
先
述
し
た
「
仁
和
寺
」
の
神
仏
習
合
と
合
わ
せ
て
確
認
し
て
い

き
た
い
。

⑤
さ
て
、
か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て

か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て
：

・
か
た
わ
ら
の
人
。
朋
輩
、
仲
間
。（
全
集
）

・
朋
輩
に
向
か
っ
て
。「
あ
ひ
て
」
は
向
か
っ
て
の
意
。（
大
系
）

こ
こ
も
注
釈
書
に
あ
ま
り
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
「
あ
ひ
て
」
が
「
向
か
っ
て
」
で
あ
り
、「
会
っ
て
」

で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
た
い
。
偶
然
あ
っ
た
「
朋
輩
」
に
話
し
た
の

で
は
な
く
、
自
主
的
に
話
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た

ま
た
ま
会
っ
た
朋
輩
に
話
す
の
と
、「
朋
輩
」
に
面
と
向
か
っ
て
で
は
、

印
象
も
変
わ
っ
て
く
る
。老
法
師
が
長
年
の
願
い
が
か
な
っ
た
参
詣
を
、

他
人
に
伝
え
た
か
っ
た
と
い
う
意
思
が
垣
間
見
え
る
た
め
で
あ
る
。

⑥
「
年
ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
た
し
は
べ
り
ぬ
。
聞
き
し
に
も
過
ぎ

 
て
、
尊
く
こ
そ
お
は
し
け
れ
。

年
ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
：

・
長
年
の
間
、
思
っ
て
い
た
こ
と
（
全
集
）

・
多
年
の
念
願
を
果
た
し
ま
し
た
。（
大
系
）



― 63 ―

・
こ
の
「
思
ひ
つ
る
」
は
、
長
年
の
間
、
何
度
か
思
っ
て
き
た
こ
と
を

一
括
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。（
全
注
釈
）

聞
き
し
に
も
過
ぎ
て
、
尊
く
こ
そ
お
は
し
け
れ
：

・
聞
い
て
い
た
に
も
勝
っ
て
、ま
こ
と
に
尊
く
あ
ら
れ
ま
し
た
。（
全
集
）

・
噂
に
聞
い
た
以
上
に
荘
厳
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。（
体
系
）

こ
こ
で
老
法
師
が
、
賛
辞
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
自
身
の
失
敗

は
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
八
幡
宮
を
見
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
荘
厳
」「
尊
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
心
酔
す
る
様
は
、
そ

の
実
、
何
も
理
解
し
て
い
な
い
老
法
師
の
滑
稽
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て

く
る
。
後
半
に
用
い
ら
れ
て
い
る
強
調
の
係
助
詞
「
こ
そ
」
も
、
尊
さ

を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
強
調
も
、
八
幡
宮
を
見
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
酔
し
て
い
る
老
法
師
の
様
を
強
調
す
る

こ
と
に
な
り
、
滑
稽
さ
の
強
調
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　
　

⑦
そ
も
、
参
り
た
る
人
ご
と
に
山
へ
登
り
し
は
、
何
事
か
あ
り
け
ん
。

そ
も
：

・
上
を
受
け
て
、
話
題
を
一
転
し
、
下
を
新
し
く
起
こ
す
接
続
詞
。
そ

れ
に
し
て
も
。（
全
注
釈
）

老
法
師
の
中
で
、
石
清
水
へ
の
参
詣
と
、
山
へ
登
る
人
々
が
、
ま
っ

た
く
の
無
関
係
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
場
面
で
あ

る
。「
そ
れ
に
し
て
も
」と
一
言
で
済
ま
す
の
で
は
な
く
、老
法
師
が「
話

題
」
を
「
一
転
」
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
段
階
で
老

法
師
は
、
実
際
に
石
清
水
八
幡
を
参
詣
す
る
人
と
遭
遇
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
間
違
い
に
気
付
く
機
会
を
得
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑧
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
、
神
へ
参
る
こ
そ
本
意
な
れ
と
思
ひ
て
、
山
ま

 

で
は
見
ず
。」
と
ぞ
言
い
け
る
。

ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
：

・
な
ん
と
な
く
知
り
た
い
、見
た
い
。
好
奇
心
が
持
た
れ
る
意
。（
全
集
）

・
知
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
。（
体
系
）

本
意
：

・
本
旨
。
目
的
。（
全
集
）

・
本
当
の
気
持
。
本
来
の
目
的
。（
集
成
）

老
法
師
は
山
の
上
に
登
る
人
々
を
見
て
、「
好
奇
心
」
を
持
ち
、
な

に
が
あ
る
の
か
「
な
ん
と
な
く
知
り
た
い
」
と
確
か
に
思
っ
た
の
で
あ

る
。
も
し
、
こ
こ
で
こ
の
気
持
ち
を
素
直
に
表
し
て
い
た
ら
、
老
法
師

は
間
違
い
を
起
こ
さ
ず
、
石
清
水
を
参
拝
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
老
法
師
は
「
本
来
の
目
的
」
を
見
失
わ
ず
、
そ
の
好
奇
心
を
信
心

に
よ
っ
て
打
ち
消
し
た
の
で
あ
る
。
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⑨
少
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
。

先
達
：

・
案
内
者
。（
集
成
）

・
そ
の
道
に
達
し
、
導
き
を
す
る
人
。（
全
集
）

「
案
内
者
」
と
「
そ
の
道
に
達
し
、
導
き
を
す
る
人
」
と
い
う
二
つ

で
あ
る
が
、
前
者
は
道
案
内
な
ど
の
単
純
な
案
内
と
し
て
い
る
の
に
対

し
、
後
者
は
よ
り
広
義
の
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ

の
最
後
の
一
節
は
、
教
訓
を
読
み
取
る
道
徳
化
に
貢
献
し
て
い
る
部
分

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
や
は
り
単
純
に
「
案
内
者
」
と
し
て
で

は
な
く
、後
者
の
意
味
と
し
て
「
先
達
」
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

五
、「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
に
み
る
「
嘆
き
」

こ
こ
ま
で
、
い
く
つ
か
の
注
釈
書
や
研
究
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、

本
文
を
確
認
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
の
作
品
を
ど
う
読
み
、
ど
う
い
っ

た
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

少
な
く
と
も
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
を
、「
何
事
に
も
「
先
達
」

が
必
要
」
と
い
う
教
訓
を
教
え
る
た
め
の
教
材
と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
作
品
で
あ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
こ
の
作
品
は
滑
稽
譚
と
し
て
読
む
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ

る
。
こ
の
章
段
は
稲
田
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
徹
底
し
た
「
信
仰
の

深
さ
」、「
神
の
御
利
益
の
期
待
」
を
用
い
て
、「
滑
稽
さ
」
の
強
調
を
行
っ

て
い
る
。「
徒
歩
」
の
表
現
に
限
ら
ず
、
注
釈
を
改
め
て
見
れ
ば
、「
朋

輩
」
に
「
あ
ひ
て
」
に
自
身
の
経
験
を
嬉
々
と
し
て
語
る
姿
や
、
全
く

違
う
寺
を
「
荘
厳
」「
尊
い
」
と
し
て
褒
め
称
え
る
場
面
、「
好
奇
心
」

を
持
ち
な
が
ら
も
、「
本
来
の
目
的
」
の
み
を
考
え
、
間
違
い
を
正
す

契
機
を
失
う
様
子
な
ど
、
老
法
師
は
徹
底
的
に
滑
稽
な
人
物
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
仕
組
み
が
老
法
師
を
滑
稽
に
さ
せ
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
滑

稽
譚
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
。

し
か
し
、
再
び
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
な
る
滑
稽
譚
で

終
わ
ら
せ
て
よ
い
の
か
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ

考
え
る
余
地
は
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
老
法
師
の
信
心
が
紛
い
物
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で

あ
る
。
も
し
、
老
法
師
が
破
戒
僧
で
あ
っ
た
り
、
物
見
遊
山
が
目
的
で

あ
っ
た
り
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
失
敗
譚
で
滑
稽
譚
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
老
法
師
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
徹
底
的
な
信
仰

の
深
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
滑
稽
譚
の
強
調
と
し
て
の
役
割
を

持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
信
仰
心
の
篤
さ
は
、
最
後

の
落
ち
で
寧
ろ
悲
劇
的
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考

え
た
場
合
、
最
後
の
一
節
は
、
あ
る
種
、
嘆
き
の
様
に
も
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
し
た
読
み
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
察
を
加
え

た
い
。

ま
ず
、『
徒
然
草
』
の
他
の
章
段
か
ら
、
深
い
信
心
を
持
つ
者
に
対

す
る
兼
好
の
好
意
的
な
評
価
が
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、
第
四
十
七
段
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に
は
、「
養
ひ
君
」
の
無
事
を
祈
る
た
め
、
く
し
ゃ
み
を
す
る
と
「
く

さ
め
」
と
唱
え
る
ま
じ
な
い
を
愚
直
に
繰
り
返
す
「
尼
」
が
登
場
す
る
。

兼
好
は
こ
の
「
尼
」
に
対
し
て
、「
有
り
難
き
志
な
り
け
ん
か
し
」
と

感
想
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
十
八
段
に
は
、
大
根
の
薬
効
を
信

じ
食
べ
続
け
た
「
押
領
使
」
が
、
大
根
が
化
け
た
兵
に
助
け
ら
れ
る
と

い
う
説
話
が
あ
る
。
こ
の
説
話
に
対
し
て
も
兼
好
は
「
深
く
信
を
い
た

し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
」
と
言
及
す
る
。「
尼
」

の
場
合
も
、「
押
領
使
」
の
場
合
も
、
信
じ
て
い
る
内
容
は
滑
稽
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
兼
好
は
「
有
り
難
き
志
」、「
か
か
る
徳
」
と
賛
辞

を
贈
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
深
い
信
心
に

対
し
て
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
に
つ
い
て
考
え
て
も
、
信
仰
心
の
篤
さ
が

感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
尼
」
や
「
押
領
使
」
の
信
心
と
は
種
類
の

違
う
も
の
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
か
を
信
じ
て
い
る
一
途
さ

と
い
う
点
で
は
大
き
く
違
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
兼
好
は
、
こ
の

老
法
師
の
信
心
に
対
し
て
、「
尼
」
や
「
押
領
使
」
と
同
様
、
少
な
か

ら
ず
好
感
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
好
意
的
な
深
い
信
仰
心
を

持
ち
な
が
ら
、ま
た
は
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、間
違
い
を
正
せ
な
か
っ

た
老
法
師
の
悲
劇
に
対
し
て
、
兼
好
は
最
後
の
一
節
で
嘆
い
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
仰
心
が
篤
い
か
ら
こ
そ
、「
徒
歩
」を
選
択
し
、

信
仰
心
が
篤
い
か
ら
こ
そ
「
本
来
の
目
的
」
以
外
に
目
も
く
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
、
失
敗
を
招
い
て
い
る
と
い
う
悲
劇
は
、
深
い
信
仰
心
に
対

し
て
「
有
り
難
き
志
」
を
感
じ
る
兼
好
に
と
っ
て
、
嘆
く
に
は
十
分
過

ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
章
段
は
、
老
法
師
の
話
で
終
わ
っ
て
お
り
、「
朋
輩
」
や
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た
人
々
の
反
応
は
全
く
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ

の
反
応
は
、
こ
の
章
段
を
読
ん
だ
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
の
老
法
師
に
対
し
て
ど
う
い
っ
た
感
想
を
持
つ
か
は
、
学
習

者
一
人
一
人
に
よ
っ
て
違
う
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
ど

う
反
応
す
る
か
、
ま
た
ど
う
し
て
自
分
が
そ
う
反
応
し
た
か
を
考
え
る

事
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
確
認
し
て
き
た
だ
け
で
も
大
別

す
れ
ば
、「
教
訓
譚
」「
滑
稽
譚
」「
悲
劇
」
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
大
別
さ
れ
た
中
で
も
、
細
か
く
話
を
聞
け
ば
、
そ
う
感
じ

る
部
分
や
理
由
は
違
う
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
理
解
を
共
有
し
て
い
き
、

自
身
の
読
み
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
章
段
は
で
き
る
の
で

あ
る
。

「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
は
、
そ
う
し
た
多
様
な
読
み
を
許
容
す
る

も
の
で
あ
り
、「
少
し
の
こ
と
に
も
、先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」

と
言
い
つ
つ
も
、
老
法
師
に
対
し
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
評

価
が
読
者
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
な
ど
か
ら
も
、
学
習
者
と
の

関
係
性
の
中
で
、
読
み
を
考
え
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
訓
性
に
執
心
す
る
の
で
は
な
く
、
作

品
と
の
関
係
性
で
様
々
な
読
み
を
創
造
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
し
た
創

造
さ
れ
た
読
み
は
、
渡
邊
氏
が
言
う
よ
う
に
「
学
習
者
の
生
活
と
精
神

は
相
対
化
さ
れ
、
認
識
、
感
動
、
示
唆
、
指
針
、
反
省
を
新
た
に
さ
せ
、

今
日
を
生
き
る
力
」
を
学
習
者
に
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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（
注
1
） 斎
藤
真
紀「
古
典
に
親
し
む「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」」(http://

w
w
w
.pref.saitam

a.jp/uploaded/attachm
ent/483837.

pdf)
。

（
注
2
） 常
盤
佳
子
「
古
典
か
ら
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
ー
「
徒
然
草
」「
中

国
古
典
の
名
言
・
名
句
」
か
ら
ー
」『
月
刊
国
語
教
育
』
平
成

一
九
年
第
二
十
七
巻
。

（
注
3
） 渡
邊
春
美
「
古
典
に
対
す
る
興
味
・
関
心
喚
起
の
方
略
」『
月

刊
国
語
教
育
』
二
〇
一
〇
年
十
月
、
三
十
巻
八
号
。

（
注
4
） ハ
ル
オ
シ
ラ
ネ
『
創
造
さ
れ
た
古
典
―
カ
ノ
ン
形
成
・
国
民

国
家
・
日
本
文
学
』
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
。

（
注
5
） 神
田
秀
夫
・
永
積
安
明
・
安
良
岡
康
作
校
注
・
訳
『
方
丈
記   

徒
然
草　

正
法
眼
蔵
随
聞
記　

歎
異
抄　

新
編
日
本
文
学
全
集

44
』
小
学
館
、
一
九
九
五
年
。

（
注
6
） 佐
竹
昭
広
・
久
保
田
淳
校
注
者
『
方
丈
記
徒
然
草　

新
日
本

古
典
文
学
大
系
39
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
。

（
注
7
） 木
藤
才
蔵
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

徒
然
草
』
新
潮
社

昭
和
五
十
二
年
。

（
注
8
） 安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
上
巻
』
角
川
書
店
、
昭
和

四
十
二
年
。

（
注
9
） 総
合
佛
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
総
合
佛
教
大
辞
典
』
藏
館   

二
〇
〇
五
年
。

（
注
10
） 古
橋
恒
夫
「
第
五
十
一
段
〜
第
六
十
段
」『
徒
然
草
と
そ
の
鑑

賞
Ⅰ　

徒
然
草
講
座
第
二
巻
』
有
精
堂
昭
和
四
十
九
年
。

（
注
11
） 注
8
と
同
じ
。

（
注
12
） 稲
田
利
徳
『
徒
然
草
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。

（
注
13
） 注
12
と
同
じ
。

 

（
こ
ぐ
ね　

け
い
・
本
学
大
学
院
二
〇
一
三
年
度
修
了
）


