
岡山大学教育学部研究集録 第130号（2005）1－10  

一
経
緯
 
 

正
徹
の
紀
行
文
学
作
品
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
に
関
し
て
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
「
正
徹
の
 
 

『
な
ぐ
さ
め
草
』
 
の
諸
本
と
成
立
」
T
）
 
（
「
諸
本
と
成
立
」
と
略
称
）
、
「
正
徹
『
な
ぐ
さ
め
草
』
 
 

（
松
平
文
庫
本
）
注
釈
（
上
）
 
（
中
）
 
（
下
）
」
互
 
（
「
桧
平
本
注
釈
」
と
略
称
）
、
『
中
世
日
記
 
 

紀
行
集
』
（
且
 
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
所
収
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
を
底
本
に
し
た
 
 

「
な
ぐ
さ
み
革
」
 
の
注
釈
（
『
早
大
本
注
釈
』
と
略
称
）
、
「
正
徹
の
 
『
な
ぐ
さ
み
草
』
と
 
『
源
 
 

氏
物
語
』
」
〈
4
）
 
（
「
『
な
ぐ
さ
み
草
』
と
 
『
源
氏
』
」
と
略
称
）
 
と
い
っ
た
二
篇
の
論
考
と
二
つ
 
 

の
注
釈
作
業
を
公
表
し
て
き
た
。
 
 
 

そ
の
後
、
外
相
展
子
氏
は
、
「
『
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
』
 
に
関
し
て
」
（
且
 
（
「
外
相
論
文
」
 
 

と
略
称
）
と
い
う
論
考
を
公
表
さ
れ
た
。
内
容
は
、
私
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
「
な
ぐ
さ
 
 

み
草
」
を
、
正
徹
の
花
押
な
ど
も
模
写
し
た
、
江
戸
初
期
頃
の
書
写
に
な
る
正
徹
自
筆
本
の
 
 

転
写
本
か
と
思
．
わ
れ
る
善
本
で
あ
る
と
判
定
し
た
の
に
対
し
て
、
模
写
本
で
は
な
く
、
自
筆
 
 

本
、
し
か
も
正
徹
が
童
形
に
与
え
た
写
本
そ
の
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
で
 
 

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
旅
の
目
的
を
、
従
前
の
研
究
者
が
、
為
声
・
了
俊
 
 

を
亡
く
し
た
淋
し
さ
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
た
見
解
及
び
私
の
冒
頭
部
分
を
踏
ま
え
 
 

て
の
、
明
確
な
目
的
を
持
っ
た
旅
と
い
う
よ
り
漂
泊
性
を
た
た
え
た
も
の
と
い
う
見
解
を
批
 
 

判
し
、
正
徹
は
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
講
義
と
軍
務
連
絡
を
兼
ね
て
、
清
洲
城
主
 
（
恐
ら
く
今
川
 
 

仲
秋
）
 
に
招
待
さ
れ
、
そ
の
道
す
が
ら
黒
田
荘
の
年
貢
未
進
の
調
査
の
任
務
を
負
っ
て
旅
立
 
 

っ
た
と
い
う
新
説
を
も
捷
起
さ
れ
た
。
 
 
 

正
徹
の
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
自
筆
本
を
め
ぐ
つ
て
 
 

稲
田
 
利
徳
 
 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
「
な
ぐ
さ
み
草
」
は
、
江
戸
初
期
頃
に
、
正
徹
自
筆
本
を
忠
実
に
転
写
し
た
写
本
で
あ
る
と
し
た
私
見
に
対
し
、
外
相
展
子
氏
は
、
転
写
本
 
 

で
は
な
く
、
正
徹
自
筆
本
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
起
し
て
批
判
さ
れ
た
。
こ
れ
に
射
し
早
大
本
に
は
、
看
過
で
き
な
い
脱
落
が
存
す
る
と
い
う
客
観
的
な
証
拠
 
 

の
ほ
か
、
料
紙
や
書
写
時
期
、
そ
の
他
か
ら
判
断
し
て
、
室
町
前
期
に
遡
る
よ
う
な
古
写
本
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
正
徹
自
筆
本
で
は
あ
り
え
な
い
と
、
外
相
説
の
成
り
 
 

立
ち
難
い
こ
と
を
論
及
し
た
。
 
 

K
e
y
w
O
r
d
s
‖
正
徹
・
な
ぐ
さ
み
草
・
自
筆
本
・
転
写
本
・
花
押
 
 

謹
呈
さ
れ
た
「
外
相
論
文
」
を
読
み
、
特
に
早
大
本
「
な
ぐ
さ
み
草
」
が
正
徹
自
筆
本
で
、
 
 

し
か
も
「
源
氏
物
語
」
 
の
歌
双
紙
を
懇
望
し
た
童
形
に
与
え
た
書
写
本
そ
の
も
の
だ
と
の
認
 
 

定
に
は
驚
博
し
た
。
も
し
、
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
 
 

秋
、
越
の
国
に
旅
立
つ
童
形
の
手
に
渡
さ
れ
た
自
筆
本
が
、
そ
の
後
、
室
町
時
代
、
戦
国
時
 
 

代
を
無
事
に
潜
り
抜
け
、
長
い
江
戸
時
代
を
経
て
、
そ
の
間
、
恐
ら
く
様
々
な
持
主
を
転
々
 
 

と
し
な
が
ら
、
現
在
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
 
 

は
奇
蹟
だ
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
「
外
相
論
文
」
 
に
は
、
早
大
本
を
自
筆
本
と
認
定
す
る
前
提
と
な
る
写
本
の
 
 

書
誌
、
特
に
書
写
年
代
に
関
す
る
記
述
が
全
く
な
い
こ
と
や
、
脱
落
部
分
の
重
要
性
及
び
旅
 
 

の
目
的
の
項
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
た
「
誘
ふ
水
」
 
の
用
法
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
 
 

こ
と
な
ど
の
疑
問
点
を
、
か
な
り
詳
細
な
私
信
に
認
め
て
送
付
し
た
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
、
外
相
氏
か
ら
も
、
詳
し
い
返
信
を
も
ら
っ
た
。
私
信
で
あ
る
た
め
、
そ
の
 
 

文
面
を
こ
こ
で
直
接
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
氏
は
私
の
疑
問
や
批
判
に
答
え
る
べ
く
、
 
 

す
ぐ
に
「
『
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
』
 
に
関
し
て
 
（
補
）
」
（
且
 
（
「
外
相
補
論
文
」
と
略
称
）
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（1）  



稲田 利徳  

を
公
表
さ
れ
た
の
で
、
後
の
論
述
で
は
、
こ
の
方
を
検
討
対
象
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
「
外
相
補
論
文
」
を
読
み
、
私
自
身
は
少
し
も
納
得
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
 
 

放
置
し
て
お
い
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
中
世
艶
文
学
全
評
釈
集
成
 
莞
豊
三
 
（
『
外
相
評
釈
』
と
 
 

略
称
）
 
で
、
外
村
民
は
、
「
な
ぐ
さ
め
草
」
 
の
注
解
・
評
釈
・
解
説
を
担
当
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

底
本
に
は
早
大
本
を
採
用
、
そ
れ
が
正
徹
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
て
 
 

い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
 
 
 

こ
の
認
定
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
到
底
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
 
 

の
ま
ま
批
判
さ
れ
た
者
が
沈
黙
し
て
い
る
と
、
外
相
説
が
一
人
歩
き
し
、
や
が
て
共
通
認
識
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
倶
を
感
じ
た
。
 
 
 

以
上
の
経
緯
を
記
し
、
ま
ず
は
早
大
本
「
な
ぐ
さ
み
草
」
は
正
徹
自
筆
本
で
は
な
い
こ
と
 
 

に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
、
あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
文
章
を
記
す
る
の
は
気
が
重
い
の
で
あ
る
が
、
今
 
 

後
、
早
大
本
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
写
本
を
、
直
接
手
に
と
っ
て
調
査
す
る
研
究
者
も
稀
少
で
 
 

あ
る
こ
と
も
考
慮
し
、
敢
え
て
執
筆
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 

二
 
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
は
正
徹
自
筆
本
か
 
 

「
外
相
論
文
」
で
は
、
ま
ず
早
大
本
「
な
ぐ
さ
み
草
」
に
は
、
「
源
氏
寄
少
々
」
の
末
尾
と
、
 
 

「
な
く
さ
み
草
」
 
の
末
尾
に
正
徹
の
花
押
が
あ
る
こ
と
 
（
そ
の
二
箇
所
を
写
真
で
掲
示
）
、
か
 
 

つ
他
の
正
徹
の
自
筆
の
も
の
と
比
較
し
、
「
本
文
の
文
字
の
書
き
癖
は
酷
似
」
し
て
い
る
点
 
 

を
あ
げ
る
。
そ
し
て
私
が
、
早
大
本
を
「
書
写
年
時
は
江
戸
初
期
頃
だ
が
、
正
徹
署
名
に
 
 

『
花
押
』
を
模
し
た
り
、
全
体
の
書
写
形
式
な
ど
か
ら
判
断
し
て
も
、
正
徹
自
筆
本
の
面
影
 
 

を
伝
え
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
注
目
さ
れ
る
伝
本
で
あ
る
」
（
「
『
な
ぐ
さ
み
草
』
と
『
源
氏
』
」
）
 
 

と
か
、
「
初
稿
本
の
忠
実
な
書
写
本
（
中
略
）
 
正
徹
自
筆
本
の
転
写
本
か
と
思
わ
れ
る
善
本
 
 

で
あ
る
」
 
（
『
早
大
本
注
釈
』
）
 
と
し
た
の
を
受
け
、
「
確
か
に
、
自
筆
本
で
あ
る
と
す
る
の
に
 
 

は
た
め
ら
わ
れ
る
点
」
が
あ
る
と
、
三
つ
の
問
題
点
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
一
つ
は
、
一
丁
分
ほ
ど
の
脱
落
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
正
徹
が
清
書
す
る
際
、
草
稿
 
 

の
二
丁
を
重
ね
て
捲
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
と
考
え
る
。
二
つ
め
は
、
本
文
に
「
本
ノ
マ
マ
」
 
 

と
読
め
そ
う
な
傍
注
が
あ
る
こ
と
（
自
筆
本
に
「
本
ノ
マ
マ
」
の
傍
注
は
あ
り
え
な
い
か
ら
）
。
 
 

こ
れ
も
「
本
ノ
マ
マ
」
 
で
は
な
く
「
声
ノ
マ
マ
」
と
読
む
べ
き
で
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
三
 
 

つ
め
は
、
随
所
に
付
さ
れ
た
濁
点
が
、
全
く
現
在
の
濁
点
と
形
態
が
同
じ
で
、
時
代
が
下
る
 
 

と
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
も
「
論
語
抄
」
 
（
応
永
二
十
七
年
）
 
や
「
世
阿
弥
自
筆
能
本
 
 

集
」
 
の
片
仮
名
に
、
同
様
の
濁
点
が
見
え
る
の
で
問
題
は
な
い
と
す
る
。
 
 
 

以
上
三
つ
の
自
筆
本
と
認
定
す
る
の
に
た
め
ら
わ
れ
る
点
に
関
し
て
は
問
題
が
な
い
と
し
 
 

て
、
「
以
上
の
点
か
ら
、
早
大
本
は
自
筆
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
す
る
。
さ
ら
 
 

に
早
大
本
に
み
え
る
、
懇
切
な
濁
点
の
付
し
方
、
漢
字
の
片
仮
名
読
み
、
人
物
注
記
、
語
注
 
 

な
ど
が
あ
る
の
は
、
初
学
者
に
宛
て
た
証
で
あ
り
、
「
早
大
本
は
、
正
徹
が
童
形
に
与
え
た
 
 

本
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
認
定
さ
れ
た
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
私
の
認
定
を
批
判
し
、
早
大
本
を
正
徹
自
筆
本
と
し
た
こ
の
見
解
は
、
冷
静
 
 

に
判
読
す
れ
ば
、
自
筆
本
と
認
定
す
る
重
要
な
前
提
条
件
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
 
 

で
あ
ろ
う
。
外
相
氏
が
「
以
上
の
点
か
ら
」
正
徹
自
筆
本
と
認
定
し
た
の
は
、
結
局
、
早
大
 
 

本
に
正
徹
の
花
押
が
あ
る
こ
と
と
、
文
字
の
書
き
癖
が
酷
似
す
る
と
い
う
二
点
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

私
は
、
早
大
本
は
花
押
を
も
含
め
、
正
徹
自
筆
本
を
忠
実
に
転
写
、
模
写
し
た
、
江
戸
初
 
 

期
頃
の
写
本
だ
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
花
押
を
そ
の
ま
ま
模
し
た
り
、
文
字
が
 
 

酷
似
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
認
定
を
批
判
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
、
早
大
 
 

本
が
、
ま
さ
し
く
応
永
二
十
五
年
頃
、
室
町
前
期
の
古
写
本
で
あ
る
と
い
う
、
書
写
年
代
に
 
 

触
れ
な
け
れ
ば
、
説
得
的
で
な
い
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
「
外
相
論
文
」
に
は
、
早
大
本
の
書
誌
、
例
え
ば
装
丁
、
寸
法
、
料
紙
、
書
写
 
 

年
代
な
ど
、
な
に
も
記
述
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

私
が
早
大
本
を
手
に
取
っ
て
初
め
て
調
査
し
た
年
月
日
は
記
録
し
て
い
な
い
が
、
昭
和
五
 
 

十
三
年
に
「
諸
本
と
成
立
」
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
れ
こ
れ
三
十
年
程
前
 
 

の
遠
い
過
去
の
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
早
稲
田
大
学
の
旧
図
書
館
の
窓
辺
で
こ
の
写
本
に
接
し
た
と
き
の
思
念
は
、
 
 

今
も
か
な
り
鮮
明
に
想
起
で
き
る
。
当
時
、
所
々
の
文
庫
・
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
正
 
 

徹
自
筆
本
、
自
筆
懐
紙
・
短
冊
、
真
筆
本
な
ど
を
集
中
的
に
閲
覧
、
調
査
し
て
い
た
こ
と
も
 
 

あ
り
、
こ
の
写
本
を
捲
っ
た
と
き
、
文
字
が
正
徹
の
そ
れ
に
近
似
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
花
押
 
 

ま
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
し
か
し
書
写
時
期
は
、
到
底
室
町
前
期
に
潮
る
古
写
本
で
は
 
 

な
く
、
江
戸
初
期
頃
と
認
め
ら
れ
、
花
押
も
模
写
し
た
さ
ま
が
窺
え
、
文
字
も
正
徹
筆
に
近
 
 

似
す
る
面
も
あ
る
が
、
真
筆
と
は
み
な
せ
な
か
っ
た
の
で
、
先
の
よ
う
な
、
正
徹
自
筆
本
を
 
 

忠
実
に
転
写
し
た
写
本
と
の
判
断
を
く
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
記
し
た
調
査
カ
ー
 
 

ド
は
、
今
も
手
元
に
保
管
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
る
に
「
外
相
論
文
」
に
は
、
早
大
本
の
書
誌
的
事
項
、
特
に
料
紙
や
書
写
年
代
に
言
及
し
 
 

て
い
な
い
の
は
、
自
筆
本
認
定
の
重
要
な
前
提
条
件
を
欠
如
し
て
い
る
旨
を
私
信
で
質
し
た
。
 
 

（2）   



正徹の「なぐさみ草」の自筆本をめぐって   

こ
れ
に
対
し
、
外
相
氏
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
外
相
補
論
文
」
を
公
表
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
こ
で
示
さ
れ
た
書
誌
の
件
や
書
写
年
代
に
関
す
る
外
相
氏
の
見
解
を
摘
記
す
る
と
、
ほ
 
 

ぼ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

早
大
本
の
書
誌
は
、
既
に
稲
田
氏
が
「
諸
本
と
成
立
」
 
で
紹
介
し
て
い
る
。
「
装
丁
等
、
 
 

こ
れ
こ
そ
室
町
前
期
の
も
の
で
あ
る
と
の
確
信
を
持
つ
に
は
、
や
や
鹿
未
な
感
じ
が
す
る
本
 
 

で
あ
る
」
と
や
や
弱
腰
を
見
せ
ら
れ
る
が
、
決
し
て
譲
歩
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
料
紙
が
見
 
 

劣
り
す
る
の
も
、
少
年
に
書
き
与
え
た
「
な
ぐ
さ
み
」
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
袋
綴
じ
 
 

も
、
醍
醐
寺
資
料
な
ど
に
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
問
題
は
な
く
、
「
あ
る
料
紙
が
、
何
年
 
 

以
前
に
製
造
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る
」
 
 

と
す
る
。
ま
た
「
書
写
年
代
に
関
し
て
は
、
あ
る
研
究
者
が
、
大
枚
を
は
た
い
て
購
入
さ
れ
 
 

た
鎌
倉
時
代
の
写
本
を
、
他
の
研
究
者
は
、
良
く
て
室
町
時
代
、
恐
ら
く
江
戸
初
期
の
写
本
 
 

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
筆
跡
が
枯
れ
て
い
る
の
で
、
定
家
が
最
晩
年
に
写
し
た
も
の
 
 

で
あ
る
と
さ
れ
た
写
本
が
、
後
の
研
究
で
 
『
下
官
集
』
成
立
以
前
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
 
 

と
が
判
明
し
た
こ
と
も
あ
る
。
古
書
辟
は
、
一
時
代
古
い
物
と
し
て
日
録
に
載
せ
、
少
し
で
 
 

も
高
く
売
り
つ
け
よ
う
と
す
る
。
持
ち
主
は
よ
り
古
く
、
他
人
は
よ
り
新
し
く
判
定
し
が
ち
 
 

で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
下
で
、
著
名
な
学
者
が
推
定
さ
れ
た
書
写
年
代
に
縛
ら
れ
る
必
要
 
 

は
な
い
し
、
写
本
が
持
つ
全
体
の
印
象
か
ら
、
そ
の
推
定
年
代
に
異
を
唱
え
る
の
は
、
さ
ら
 
 

に
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
よ
り
客
観
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
検
討
す
 
 

べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
書
誌
に
関
し
て
は
、
省
略
し
た
部
分
が
多
い
。
」
と
の
意
見
を
述
べ
 
 

て
い
る
。
誠
に
驚
く
べ
き
言
説
で
あ
る
。
特
に
書
写
年
代
に
閲
し
、
私
の
認
定
を
信
用
し
な
 
 

い
と
い
う
だ
け
な
ら
と
も
か
く
、
他
の
研
究
者
の
書
写
年
代
の
判
断
も
、
あ
ま
り
信
用
で
き
 
 

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
口
吻
さ
え
窺
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
外
相
論
文
」
で
は
「
書
誌
に
関
し
て
は
、
省
略
し
た
部
分
が
多
い
」
と
い
う
が
、
ほ
と
 
 

ん
ど
な
に
も
記
述
が
な
い
。
私
は
、
書
誌
に
関
し
て
の
言
及
が
な
け
れ
ば
、
読
み
手
に
自
筆
 
 

本
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
の
に
、
説
得
的
で
は
な
い
と
思
う
が
、
結
局
、
こ
の
 
「
外
相
補
論
 
 

文
」
で
も
、
書
誌
の
記
述
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
再
調
査
で
も
さ
れ
た
の
か
、
最
近
刊
行
の
 
『
外
村
評
釈
』
 
で
は
、
 
 

次
の
よ
う
な
書
誌
事
項
を
記
し
て
い
る
。
 
 

最
後
に
、
底
本
の
書
誌
を
記
し
て
お
く
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
写
本
一
冊
 
（
へ
 
 

0
 
 

1
2
6
2
）
。
題
愈
 
（
左
上
）
 
「
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
」
。
表
紙
は
薄
茶
色
無
地
。
縦
二
 
 
 

六
J
ハ
糎
、
横
一
九
・
六
糎
の
袋
と
じ
。
遊
紙
〒
（
表
右
下
に
同
㈲
凰
の
宋
印
あ
り
）
。
 
 

墨
付
六
十
五
丁
（
最
終
丁
は
裏
表
紙
の
見
返
し
）
。
一
面
十
行
書
。
歌
は
一
首
二
行
書
。
 
 
 

こ
の
後
に
も
、
若
干
の
内
容
の
説
明
は
あ
る
が
、
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
の
判
断
の
重
要
な
 
 

書
誌
事
項
で
あ
る
使
用
さ
れ
て
い
る
料
紙
、
そ
し
て
書
写
年
代
に
関
し
て
は
、
言
及
し
な
い
 
 

ま
ま
終
わ
っ
て
る
。
そ
の
点
、
江
戸
初
期
の
転
写
本
と
し
た
私
の
認
定
を
、
な
ん
ら
批
判
し
 
 

え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

書
写
年
代
に
関
し
て
は
、
後
に
触
れ
る
が
、
そ
の
前
に
、
外
相
氏
が
「
自
筆
本
と
す
る
に
 
 

は
た
め
ら
わ
れ
る
点
」
 
の
一
つ
に
あ
げ
た
、
一
丁
分
ほ
ど
の
脱
落
の
問
題
に
言
及
し
て
お
く
 
 

必
要
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
脱
落
は
「
正
徹
が
清
書
す
る
際
、
草
稿
の
二
丁
を
重
ね
て
捲
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
」
 
 

と
か
「
著
者
自
身
の
不
注
意
」
と
い
っ
た
こ
と
で
、
片
付
け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

他
人
の
文
章
を
転
写
し
て
い
る
と
き
、
二
丁
を
重
ね
て
捲
っ
て
脱
落
を
生
ず
る
こ
と
は
、
 
 

時
折
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
な
ぐ
さ
み
草
」
は
正
徹
自
身
の
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
を
二
 
 

丁
を
重
ね
て
捲
っ
て
書
写
し
、
脱
落
に
気
付
か
な
い
自
筆
本
と
い
う
も
の
の
存
在
自
体
、
不
 
 

自
然
に
思
え
る
。
百
歩
譲
っ
て
、
正
徹
自
身
に
よ
る
コ
一
丁
を
重
ね
て
捲
っ
て
し
ま
っ
た
」
 
 

不
注
意
の
ケ
ー
ス
と
認
め
る
と
し
て
も
、
外
相
氏
の
こ
の
説
明
で
は
、
早
大
本
の
写
本
の
実
 
 

体
を
知
ら
な
い
読
み
手
に
誤
解
を
招
く
記
述
に
な
る
。
早
大
本
の
脱
落
は
、
そ
ん
な
単
純
な
 
 

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
間
題
と
な
る
六
十
二
丁
表
と
六
十
二
丁
裏
と
の
箇
所
を
翻
刻
し
て
み
る
 
（
仮
名
付
・
 
 

濁
点
・
作
者
注
記
な
ど
は
省
略
）
。
 
 

ひ
く
夕
の
そ
ら
に
お
も
ひ
つ
ゝ
け
て
手
す
さ
み
に
 
 

す
み
そ
め
に
と
し
ふ
る
袖
の
色
な
れ
は
 
 

か
す
と
も
う
け
し
天
津
ひ
こ
ほ
し
 
 

ふ
て
を
と
り
て
お
な
し
か
み
に
 
 

ほ
す
ひ
ま
は
秋
の
一
夜
の
あ
ま
つ
ひ
れ
 
 

ふ
る
き
涙
と
又
や
な
ら
ま
し
 
 

な
と
な
を
さ
り
こ
と
も
あ
り
し
な
り
か
く
て
や
う
〈
 
 

な
け
き
な
か
ら
の
月
日
を
か
さ
ね
き
こ
の
ま
ゝ
も
ひ
た
 
 

ふ
る
に
し
ら
ぬ
山
ち
を
た
つ
ね
て
も
あ
と
た
え
な
ま
ほ
し
 
 

け
れ
と
も
ろ
こ
し
の
よ
し
の
ゝ
山
に
こ
も
る
と
も
お
く
る
 
 

へ
き
心
に
も
あ
ら
す
の
ち
の
世
を
な
け
く
涙
と
 
 

は
つ
せ
路
や
お
な
し
や
と
り
の
中
へ
た
て
 
 

（六十二丁表）   
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稲田 利徳  

脱
落
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
六
十
二
丁
裏
の
一
行
日
「
へ
き
心
に
も
あ
ら
す
の
ち
の
世
を
 
 

な
け
く
涙
と
」
 
の
直
後
、
次
の
連
歌
「
は
つ
せ
路
や
お
な
し
や
と
り
の
中
へ
た
て
」
 
の
間
で
 
 

あ
り
、
脱
落
は
「
い
ひ
な
す
と
も
し
ほ
ら
ん
袖
の
色
み
え
ぬ
へ
し
い
か
ゝ
せ
ん
に
て
又
し
れ
 
 

る
よ
す
か
へ
息
た
ち
侍
る
に
か
れ
は
た
こ
し
の
た
ひ
に
い
そ
く
日
か
す
の
ま
ち
か
き
を
い
へ
 
 

り
（
中
略
）
 
つ
か
ふ
ひ
と
に
そ
は
し
た
も
の
あ
る
 
と
い
う
旬
に
」
 
（
中
川
文
庫
本
「
桑
弧
」
 
 

に
よ
る
）
 
に
わ
た
る
本
文
で
、
約
一
丁
分
ほ
ど
の
分
量
で
あ
る
。
 
 
 

二
丁
を
捲
っ
て
脱
落
を
生
ず
る
場
合
 
（
錯
簡
な
ど
も
）
、
脱
落
箇
所
は
丁
の
移
り
目
に
く
 
 

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
早
大
本
で
い
え
ば
、
六
十
二
丁
真
の
一
行
目
「
へ
き
心
に
あ
ら
す
の
 
 

ち
の
世
を
な
け
く
涙
と
」
が
六
十
二
丁
表
の
最
終
行
に
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
早
大
 
 

本
が
転
写
の
際
、
親
本
と
同
じ
行
数
字
数
で
な
く
書
写
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
象
 
 

も
生
ず
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
早
大
本
は
、
脱
落
を
生
ず
る
直
前
の
文
章
が
、
捲
っ
て
視
界
か
 
 

ら
消
え
ず
に
、
こ
の
よ
う
に
一
面
の
一
行
目
に
あ
り
、
書
写
者
の
視
界
に
入
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
こ
の
文
の
続
き
は
「
の
ち
の
世
を
な
け
く
涙
と
」
に
続
く
、
次
の
連
歌
 
 

と
は
明
瞭
に
断
絶
し
て
い
る
の
で
、
脱
落
に
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
も
他
人
の
文
章
で
 
 

は
な
く
正
徹
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
自
筆
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
徹
が
こ
の
よ
う
な
脱
落
 
 

に
気
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
私
信
で
こ
の
疑
問
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
外
相
 
 

氏
は
「
こ
の
一
丁
分
の
脱
落
は
、
文
章
の
続
き
具
合
か
ら
見
て
も
、
非
常
に
大
胆
な
ミ
ス
で
、
 
 

少
年
と
の
別
れ
の
日
が
刻
々
と
迫
り
、
気
も
そ
ぞ
ろ
で
あ
っ
た
正
徹
以
外
に
は
犯
し
得
な
い
 
 

ミ
ス
で
あ
る
」
 
（
「
外
相
補
論
文
」
）
 
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
誠
に
苦
し
い
答
弁
で
あ
 
 

る
。
早
大
本
「
な
く
さ
み
草
」
は
、
そ
ん
な
に
倉
卒
に
書
写
し
て
い
な
く
て
、
他
に
誤
記
、
 
 

誤
脱
な
ど
、
本
文
的
に
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
稀
少
で
、
丁
寧
に
書
写
し
て
い
る
 
（
た
だ
 
 

し
、
他
に
一
箇
所
、
四
十
八
丁
表
か
ら
四
十
八
丁
裏
に
か
け
「
山
中
に
と
ゝ
ま
り
ぬ
や
よ
ひ
 
 

小
野
と
い
ふ
句
や
ら
む
に
 
 

夕
き
り
の
う
へ
に
雲
井
の
か
り
な
き
て
 
 

こ
れ
み
な
心
を
ま
は
せ
る
と
申
ぬ
へ
し
た
ゝ
い
ま
お
も
ひ
 
 

い
た
す
は
か
り
な
り
謹
啓
い
く
ら
も
あ
り
ぬ
へ
し
又
か
の
 
 

物
語
の
寄
を
と
れ
る
苛
も
あ
り
お
く
山
の
松
の
と
ほ
そ
 
 

を
ま
れ
に
あ
け
て
と
い
ふ
寄
を
 
 

定
家
卿
 
 

あ
し
ひ
き
の
山
さ
く
ら
と
を
ま
れ
に
あ
け
て
 
 

（六十二丁裏）  

の
す
ゑ
な
れ
な
れ
と
も
所
か
ら
に
や
」
 
（
傍
点
稲
田
）
 
と
明
ら
か
に
「
な
れ
」
 
の
術
字
が
認
 
 

め
ら
れ
る
。
こ
の
街
字
も
早
大
本
を
自
筆
本
と
み
る
と
若
干
問
題
に
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
 
 

が
、
こ
こ
は
丁
移
り
目
に
生
じ
た
街
字
で
あ
る
）
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
丁
移
り
目
で
も
な
い
脱
落
に
気
付
か
な
い
の
も
、
早
大
本
の
書
写
者
が
、
文
 
 

の
内
容
よ
り
、
文
字
そ
の
も
の
を
忠
実
に
転
写
す
る
こ
と
に
、
神
経
を
集
中
し
て
い
た
た
め
 
 

と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
あ
る
い
は
早
大
本
の
親
本
に
は
、
す
で
に
な
ん
ら
か
の
事
情
で
 
（
改
 
 

装
時
な
ど
で
散
快
か
）
、
す
で
に
一
丁
の
脱
落
が
生
じ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
 
 

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
脱
落
は
、
早
大
本
が
正
徹
自
筆
本
と
み
る
の
 
 

に
は
支
障
と
な
る
客
観
的
な
証
拠
と
し
て
、
軽
々
に
看
過
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
「
な
く
さ
み
草
」
は
、
そ
の
末
尾
部
分
の
記
述
に
よ
る
と
、
旅
先
で
恋
情
を
抱
 
 

く
こ
と
に
な
っ
た
童
形
の
 
「
こ
の
源
氏
の
歌
双
紙
の
奥
に
、
こ
と
わ
り
を
一
筆
の
せ
て
と
、
 
 

望
み
あ
る
に
ま
か
せ
て
、
筆
を
取
り
侍
る
つ
い
で
に
」
亘
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
 
 

の
点
、
「
源
氏
物
語
」
 
の
和
歌
を
抜
香
し
た
四
十
三
丁
を
合
綴
す
る
早
大
本
は
、
成
立
当
初
 
 

の
姿
を
伝
え
る
貴
重
な
写
本
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
井
卓
爾
氏
亘
以
下
、
等
し
く
認
 
 

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
早
大
本
の
一
丁
表
は
、
内
題
も
な
く
、
い
き
な
り
「
廿
七
 
 

か
ほ
る
中
将
匂
兵
姉
御
と
も
」
と
し
て
、
「
匂
宮
」
か
ら
「
夢
浮
橋
」
ま
で
の
十
三
巻
に
収
め
ら
れ
 
 

て
い
る
百
八
十
五
首
 
（
前
書
の
あ
る
歌
も
あ
る
）
 
を
収
め
る
。
早
大
本
を
正
徹
自
筆
本
と
み
 
 

る
立
場
に
た
て
ば
、
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
自
作
品
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
「
源
氏
 
 

物
語
歌
双
紙
」
と
で
も
称
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

な
ぜ
、
早
大
本
に
は
「
匂
宮
」
巻
か
ら
「
夢
浮
橋
」
巻
ま
で
の
和
歌
し
か
収
め
ら
れ
て
い
 
 

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
に
対
し
、
外
相
氏
は
、
 
 

匂
宮
巻
か
ら
夢
浮
橋
ま
で
し
か
な
い
 
「
源
氏
寄
少
〝
」
は
、
そ
の
間
に
童
形
に
教
授
し
 
 

た
部
分
、
あ
る
い
は
、
童
形
の
出
発
ま
で
に
教
授
し
終
わ
ら
な
い
と
判
断
し
た
部
分
で
 
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
洲
城
内
で
行
っ
た
源
氏
講
義
の
為
の
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
抜
き
 
 

書
き
は
勿
論
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
「
な
く
さ
み
草
」
と
合
綴
す
べ
き
『
源
氏
寄
 
 

少
〝
』
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
だ
け
が
、
し
か
も
一
部
の
み
清
書
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
 
 

で
あ
る
と
思
う
。
 
 

な
ど
と
、
奇
妙
な
想
定
を
し
て
い
る
が
不
自
然
で
あ
る
。
 
 
 

早
大
本
が
、
匂
官
巻
か
ら
夢
浮
痛
ま
で
の
和
歌
し
か
収
め
て
い
な
い
の
は
、
既
に
私
が
 
 

「
『
な
ぐ
さ
み
草
』
と
 
『
源
氏
』
」
な
ど
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
正
徹
は
「
源
氏
物
語
」
 
の
す
 
 

べ
て
の
和
歌
を
抜
書
す
る
方
針
で
「
歌
双
紙
」
 
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
点
か
ら
 
 

み
て
も
、
他
に
桐
壷
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
和
歌
を
抜
善
し
た
写
本
が
、
少
な
く
と
も
も
う
一
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正徹の「なぐさみ草」の自筆本をめぐって  

冊
は
存
在
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
現
存
の
早
大
本
は
残
欠
本
と
 
 

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
外
相
氏
は
先
の
奇
妙
な
想
定
を
撤
回
さ
れ
た
 
 

の
で
あ
ろ
う
か
、
『
外
相
評
釈
』
 
で
は
、
「
早
大
本
の
前
半
「
源
氏
歌
少
〝
」
は
残
欠
本
で
あ
る
 
 

と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
早
大
本
「
源
氏
物
語
歌
双
紙
」
 
（
仮
称
）
 
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
匂
宮
巻
 
 

か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
の
和
歌
を
窓
意
的
な
取
捨
選
択
を
行
な
わ
ず
、
す
べ
て
の
和
歌
を
抜
書
 
 

す
る
方
針
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
源
氏
物
語
」
十
三
巻
の
、
全
二
〇
六
首
の
う
ち
、
 
 

一
八
五
首
し
か
抜
暮
せ
ず
、
二
十
一
首
の
未
収
録
歌
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
浮
舟
巻
の
一
首
、
 
 

晴
蛤
巻
の
二
首
は
、
こ
の
歌
の
前
後
に
歌
の
な
い
地
の
文
が
長
く
続
く
の
で
、
正
徹
自
身
、
 
 

丁
を
捲
り
過
ぎ
て
見
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
竹
河
巻
の
未
収
録
三
首
は
連
続
 
 

す
る
三
首
で
、
数
行
に
わ
た
る
前
書
な
ど
を
想
定
す
れ
ば
、
約
一
丁
分
に
な
る
の
で
転
写
間
 
 

に
お
け
る
落
丁
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
早
大
本
で
は
、
そ
の
該
当
部
分
が
丁
 
 

移
り
日
で
は
な
い
の
で
、
正
徹
自
筆
本
と
み
る
と
、
先
の
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
脱
落
箇
所
と
 
 

同
じ
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
手
習
巻
の
未
収
録
歌
は
連
続
す
る
十
五
 
 

首
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
正
徹
が
抜
書
の
際
、
倉
卒
の
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
大
量
の
歌
を
 
 

見
落
し
た
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
の
点
も
早
大
本
を
正
徹
自
筆
本
と
み
る
と
、
や
は
り
問
題
 
 

が
存
す
る
こ
と
も
付
加
し
て
お
き
た
い
 
（
詳
細
は
、
「
『
な
ぐ
さ
み
草
』
と
『
源
氏
』
」
参
照
）
。
 
 
 

つ
い
で
に
苦
言
を
一
つ
。
外
村
民
は
 
『
外
相
評
釈
』
 
の
 
「
解
説
」
 
の
 
「
諸
本
」
 
の
項
で
、
 
 

「
稲
田
氏
が
見
て
お
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
写
本
」
と
し
て
、
東
京
大
学
本
居
文
庫
本
・
新
 
 

潟
大
学
佐
野
文
庫
本
・
金
城
大
学
図
書
館
本
・
祐
徳
稲
荷
神
社
中
川
文
庫
本
の
四
本
を
あ
 
 

げ
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
写
真
で
調
査
し
た
が
、
い
ず
れ
も
「
扶
桑
本
あ
る
い
は
類
従
本
 
 

の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
」
と
解
説
す
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
の
う
ち
、
祐
徳
神
社
寄
託
中
 
 

川
文
庫
本
・
東
京
大
学
本
居
文
庫
本
の
二
本
は
、
直
接
原
本
に
当
っ
て
調
査
し
、
「
両
本
と
 
 

も
に
扶
桑
拾
葉
集
系
統
に
属
し
、
後
者
の
本
居
文
庫
本
は
都
を
出
発
し
た
冒
頭
か
ら
不
破
郡
 
 

関
ケ
原
町
山
中
ま
で
の
残
欠
本
で
あ
っ
た
」
（
1
0
）
と
、
す
で
に
報
告
し
て
お
り
、
先
の
よ
う
 
 

な
物
言
い
は
迷
惑
で
あ
る
。
 
 

三
 
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
は
転
写
本
で
あ
る
こ
と
 
 

さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
私
が
早
大
本
「
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
」
を
直
接
調
査
し
た
 
 

の
は
三
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
万
一
、
書
誌
的
事
項
、
特
に
書
写
年
代
な
ど
の
判
定
に
誤
 
 

認
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
外
相
氏
の
私
信
に
も
、
ぜ
ひ
再
調
査
し
て
欲
し
い
と
の
 
 

要
望
も
あ
っ
た
の
で
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
依
頼
し
、
閲
覧
の
許
可
を
待
て
、
平
成
十
七
 
 

年
五
月
二
十
七
日
に
再
調
査
を
行
っ
た
。
再
調
査
に
際
し
て
は
、
特
に
書
誌
を
中
心
に
検
討
 
 

し
た
の
で
、
改
め
て
そ
の
結
果
を
、
や
や
詳
し
く
記
述
し
て
お
く
。
 
 
 

三
十
年
前
に
比
べ
て
、
相
違
し
て
い
た
の
は
、
左
肩
に
「
源
氏
寄
 
貰
」
と
題
寮
を
を
付
 
 

し
た
、
新
製
さ
れ
た
褐
色
無
地
の
映
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
他
に
写
本
自
体
に
変
化
 
 

は
な
か
っ
た
。
 
 
 

早
大
本
は
、
左
肩
に
「
源
氏
寄
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
題
纂
を
貼
付
し
た
、
薄
茶
色
無
地
の
改
 
 

装
表
紙
が
あ
り
、
そ
の
内
に
原
表
紙
が
存
す
る
。
縦
二
大
・
六
糎
、
横
二
〇
糎
で
、
袋
綴
の
 
 

写
本
一
冊
。
原
表
紙
は
薄
茶
色
無
地
の
紙
表
紙
。
左
肩
に
「
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
」
と
薄
 
 

（
マ
マ
）
 
 

手
の
樽
紙
題
蒼
を
貼
付
。
表
紙
や
や
右
寄
り
に
「
徴
正
記
」
と
記
し
た
半
分
以
上
剥
脱
し
た
 
 

白
地
の
紙
を
貼
付
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
後
世
の
も
の
。
冒
頭
に
遊
紙
一
丁
が
あ
 
 

り
、
そ
の
表
右
下
に
 
「
平
草
堂
」
 
の
宋
長
方
型
の
旧
蔵
印
が
あ
る
。
墨
付
は
 
「
源
氏
寄
」
 
 

（
内
題
は
な
い
）
 
は
四
十
三
丁
。
四
十
三
丁
裏
に
「
花
洛
清
畠
正
徹
什
八
歳
（
花
押
）
」
と
 
 

「
し
き
し
ま
の
み
ち
を
つ
た
へ
て
ひ
さ
し
か
れ
千
世
の
し
ら
菊
松
の
よ
ろ
つ
代
」
 
（
五
行
散
し
 
 

書
き
）
 
の
和
歌
を
記
す
（
後
掲
図
版
参
照
）
。
四
十
四
丁
表
か
ら
「
な
く
さ
み
く
さ
」
（
内
題
）
 
 

で
二
十
二
丁
 
（
但
し
、
最
終
丁
は
裏
表
紙
の
見
返
し
）
 
で
、
全
体
で
六
十
五
丁
。
「
な
く
さ
 
 

み
く
さ
」
 
の
最
終
行
に
「
山
陽
陰
士
 
（
花
押
）
」
が
あ
り
、
六
十
五
丁
表
に
「
か
く
は
か
り
 
 

な
く
さ
み
草
の
た
ね
よ
り
は
い
か
て
さ
く
ら
む
も
の
お
も
ひ
の
花
」
 
（
六
行
散
し
書
き
）
 
（
後
 
 

掲
図
版
参
照
）
 
の
和
歌
を
記
す
。
一
面
は
ど
ち
ら
も
十
行
書
、
歌
は
一
首
二
行
書
。
本
文
料
 
 

紙
は
薄
手
の
、
少
し
斐
紙
を
混
ぜ
漉
い
た
椿
紙
で
あ
る
。
こ
の
種
の
料
紙
は
江
戸
初
期
頃
か
 
 

ら
中
期
頃
の
写
本
に
よ
く
見
掛
け
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
の
書
写
年
代
で
あ
る
が
、
応
永
期
、
 
 

即
ち
室
町
前
期
に
遡
る
古
写
本
で
は
な
く
、
当
初
見
た
通
り
、
江
戸
初
期
頃
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

実
は
、
早
大
本
を
調
査
に
訪
れ
る
前
に
、
大
東
急
記
念
文
庫
の
方
か
ら
、
解
題
執
筆
の
依
 
 

頼
を
受
け
、
正
徹
自
筆
本
「
永
享
九
年
正
徹
詠
草
」
を
閲
覧
、
調
査
し
て
い
た
。
こ
の
自
筆
 
 

本
は
、
私
が
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
 
に
発
見
し
た
も
の
な
の
で
、
実
に
四
十
余
年
ぶ
 
 

り
の
再
会
で
あ
っ
た
が
、
正
徹
の
見
事
な
筆
跡
と
室
町
前
期
の
古
写
本
の
時
代
性
を
改
め
て
 
 

痛
感
し
、
そ
の
印
象
を
深
く
留
め
て
お
い
た
。
 
 
 

そ
う
い
っ
た
正
徹
自
筆
本
を
直
接
手
に
取
っ
た
眼
で
、
早
大
本
を
閲
覧
し
た
の
で
、
そ
れ
 
 

が
室
町
前
期
の
古
写
本
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
正
徹
自
筆
の
筆
跡
で
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
 
 

一
目
瞭
然
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
 
 
 

研
究
者
の
書
写
年
代
の
判
定
は
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
口
吻
を
外
相
氏
は
さ
れ
 
 

る
。
確
か
に
あ
る
写
本
を
め
ぐ
り
、
江
戸
初
期
写
か
江
戸
中
期
写
か
、
ま
た
室
町
中
期
写
か
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稲田 利徳  

室
町
末
期
写
か
な
ど
、
研
究
者
に
よ
っ
て
判
断
の
分
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
が
、
こ
の
ケ
ー
 
 

ス
の
よ
う
に
室
町
前
期
の
古
写
本
と
江
戸
初
期
の
頃
の
写
本
と
は
、
比
較
す
れ
ば
、
顕
微
鏡
 
 

写
真
を
使
用
し
て
、
料
紙
繊
維
の
検
討
な
ど
経
な
く
て
も
、
古
さ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
筆
跡
も
正
徹
自
筆
本
を
模
写
し
て
い
る
の
で
似
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
〈
‖
）
、
正
徹
の
連
 
 

綿
体
の
見
事
な
筆
致
ま
で
は
写
し
得
て
い
な
く
て
、
別
人
の
筆
跡
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
脱
落
な
ど
の
客
観
的
な
状
況
証
拠
も
含
め
、
早
大
本
は
残
念
で
は
あ
る
 
 

が
、
正
徹
自
筆
本
で
は
な
く
、
そ
の
転
写
本
で
あ
る
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
 
 
 

因
み
に
正
徹
自
筆
本
は
先
述
し
た
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
「
永
享
九
年
正
徹
詠
草
」
 
（
仮
 
 

称
）
 
の
ほ
か
、
自
筆
懐
紙
・
自
筆
短
冊
に
な
る
と
相
当
数
が
現
存
し
て
い
る
。
私
も
自
筆
懐
 
 

紙
や
自
筆
短
冊
を
所
持
し
て
い
る
が
、
正
徹
が
自
身
の
和
歌
を
記
す
筆
跡
は
、
伸
び
や
か
な
 
 

連
綿
体
で
一
段
と
見
事
で
あ
る
。
 
 
 

正
徴
兵
筆
本
も
、
尊
経
閣
文
庫
本
「
和
歌
港
頂
秘
密
抄
」
、
天
理
図
書
館
本
「
拾
遺
愚
草
」
、
 
 

静
嘉
堂
文
庫
本
「
徒
然
草
」
、
故
久
松
潜
一
民
本
「
秘
々
抄
」
ほ
か
、
信
頼
で
き
る
も
の
が
 
 

現
存
す
る
。
 
 
 

そ
れ
ら
の
自
筆
本
・
自
筆
懐
紙
・
自
筆
短
冊
・
真
筆
本
に
直
接
当
っ
て
調
査
し
て
み
る
 
 

と
、
同
じ
正
徹
撃
と
い
っ
て
も
、
執
筆
年
代
、
使
用
し
た
筆
、
墨
汁
の
種
類
、
速
筆
か
丁
寧
 
 

な
写
し
か
な
ど
の
状
況
に
よ
り
、
多
少
の
ゆ
れ
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
正
徹
の
計
報
 
 

に
摸
し
た
大
極
蔵
主
が
、
「
其
性
温
雅
、
工
詠
二
和
歌
一
、
兼
善
二
和
書
∴
一
詠
一
唱
形
二
於
翰
 
 

墨
一
、
則
挙
レ
世
珍
レ
之
」
 
（
「
碧
山
日
録
」
長
禄
三
年
五
月
十
一
日
の
条
）
 
と
、
正
徹
の
詠
草
 
 

翰
墨
を
世
を
あ
げ
て
珍
重
し
た
と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
流
麗
で
見
事
な
連
綿
体
の
 
 

筆
跡
は
、
室
町
時
代
の
文
人
の
な
か
で
も
、
群
を
抜
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
 
 
 

ヽ
 
0
 
－
∨
 
 
 と

こ
ろ
で
外
相
氏
は
、
早
大
本
の
筆
跡
に
対
し
、
「
他
の
正
徹
の
自
筆
の
も
と
の
比
較
し
 
 

て
、
本
文
の
文
字
の
書
き
癖
は
酷
似
し
て
い
る
」
 
（
「
外
相
論
文
」
）
 
と
か
、
「
正
徹
の
特
徴
的
 
 

な
字
形
「
夜
」
「
き
 
（
起
）
」
「
み
」
 
「
ゑ
」
「
や
」
「
ほ
」
「
乃
」
「
春
」
「
空
」
な
ど
も
、
正
徹
 
 

の
筆
跡
と
一
致
す
る
」
 
（
『
外
相
評
釈
』
）
）
 
と
評
し
て
い
る
。
 
 
 

因
み
に
外
相
氏
は
、
ど
ん
な
正
徹
自
筆
本
と
比
較
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
失
礼
な
言
い
 
 

方
に
な
る
が
、
正
徹
の
自
筆
本
や
真
筆
本
を
、
ど
れ
ほ
ど
直
接
手
に
取
っ
て
調
査
、
検
討
さ
 
 

れ
た
上
で
の
発
言
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
視
点
か
ら
、
外
相
氏
の
諸
論
文
関
係
を
み
る
と
、
 
 

具
体
的
な
比
牧
の
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
つ
だ
け
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
、
静
 
 

嘉
堂
文
庫
蔵
『
正
徹
本
 
徒
然
草
』
 
（
復
刻
日
本
古
典
文
学
館
・
第
一
期
・
日
本
古
典
文
学
 
 

会
・
昭
和
4
7
年
1
0
月
）
 
で
あ
る
。
静
嘉
堂
文
庫
本
「
徒
然
草
」
 
（
上
・
下
二
冊
）
 
は
、
私
も
 
 

二
度
ほ
ど
原
物
に
当
っ
て
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
室
町
前
期
の
古
写
本
で
、
筆
 
 

跡
や
花
押
の
存
在
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
諸
家
が
認
定
し
て
き
た
よ
う
に
、
正
徹
真
筆
本
と
 
 

み
な
し
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
比
校
の
対
象
と
す
る
の
は
正
当
だ
が
、
複
製
本
で
し
か
 
 

比
較
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
自
筆
本
か
ど
う
か
の
重
要
な
判
定
は
、
写
真
版
 
 

や
複
製
本
で
は
な
く
、
幾
種
か
の
正
徹
自
筆
本
・
真
筆
本
に
直
接
当
っ
て
比
較
す
る
こ
と
が
 
 

必
須
の
階
梯
作
業
で
あ
る
。
 
 
 

外
相
氏
は
早
大
本
の
「
花
押
に
は
、
い
ず
れ
も
勢
い
と
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
書
写
し
た
も
の
 
 

と
は
思
え
な
い
」
 
（
『
外
相
評
釈
』
）
 
と
す
る
が
、
「
徒
然
草
」
や
「
和
歌
濯
頂
秘
密
抄
」
な
ど
 
 

の
力
強
い
 
「
花
押
」
（
望
に
比
較
し
、
私
に
は
力
強
さ
も
な
く
、
注
意
探
く
模
写
し
た
も
の
 
 

に
思
え
る
。
ま
た
、
外
相
氏
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
正
徹
の
「
特
徴
的
な
字
形
」
と
称
し
て
、
 
 

幾
つ
か
の
文
字
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
正
徹
の
筆
跡
は
勅
筆
流
と
も
称
さ
れ
、
ま
こ
と
に
癖
 
 

の
な
い
文
字
で
あ
り
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
正
徹
の
「
特
徴
的
な
字
形
」
な
ど
と
認
 
 

定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
正
徹
の
「
特
徴
的
な
字
形
」
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
正
徹
自
 
 

筆
本
・
真
筆
本
を
集
め
て
総
合
的
に
点
検
し
、
室
町
前
期
頃
の
他
の
文
人
の
筆
跡
と
比
較
す
 
 

る
と
い
う
煩
雑
な
作
業
階
梯
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
単
に
近
似
し
た
字
 
 

形
が
あ
る
の
は
、
正
徹
自
筆
本
を
模
写
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
項
の
最
後
に
、
早
大
本
に
関
し
て
、
気
に
な
る
点
を
二
つ
ほ
ど
記
し
て
お
き
た
い
。
 
 

一
つ
は
原
表
紙
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
題
第
と
そ
の
筆
跡
に
関
し
て
で
あ
る
。
 
 
 

題
寮
は
後
世
の
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
初
期
頃
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
題
纂
の
 
 

「
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
」
 
の
文
字
は
、
本
文
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
 
（
六
十
四
 
 

丁
真
二
行
目
の
 
「
源
氏
の
寄
」
な
ど
と
比
較
す
る
と
よ
く
わ
か
る
）
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
 
 

ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
一
つ
は
題
寮
筆
者
と
本
文
筆
者
は
同
一
人
で
、
題
寮
の
筆
跡
が
早
 
 

大
本
書
写
者
の
本
来
の
筆
跡
で
あ
り
、
本
文
の
方
は
正
徹
自
身
の
文
字
を
模
写
し
た
と
こ
ろ
 
 

に
生
じ
た
相
違
と
み
る
ケ
ー
ス
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
題
寮
は
本
文
書
写
者
と
は
別
人
 
（
江
 
 

戸
初
期
頃
早
い
段
階
で
こ
の
本
を
所
持
し
た
人
）
 
と
み
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
 
 

も
、
早
大
本
は
内
題
を
欠
い
た
残
欠
本
で
あ
り
、
こ
の
 
「
源
氏
寄
少
〝
な
く
さ
み
草
」
と
い
う
 
 

落
ち
着
き
の
な
い
題
貨
書
名
は
、
正
徽
自
筆
本
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
早
大
本
の
書
写
 
 

者
か
、
そ
の
後
、
こ
の
写
本
を
所
持
し
た
者
が
便
宜
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

二
つ
め
は
、
早
大
本
に
は
、
換
字
に
片
仮
名
で
読
み
、
仮
名
に
振
り
漢
字
、
人
物
注
記
、
 
 

言
葉
の
意
味
、
濁
点
な
ど
、
他
の
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
諸
本
に
み
え
な
い
書
き
込
み
が
相
当
 
 

箇
所
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
が
、
早
大
本
の
書
写
者
が
対
象
と
し
た
正
徹
自
筆
本
 
 

に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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正徹の「なぐさみ草」の自筆本をめぐって  

私
は
、
早
大
本
は
正
徹
自
筆
本
で
は
な
く
、
そ
れ
を
忠
実
に
転
写
し
た
も
の
と
断
定
し
た
。
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
が
、
す
べ
て
当
初
か
ら
正
徹
自
身
の
手
で
施
さ
れ
て
い
た
 
 

と
み
な
す
の
は
危
険
だ
と
考
え
て
い
る
。
早
大
本
の
親
本
が
、
ま
さ
し
く
正
徹
自
筆
本
で
あ
 
 

っ
た
と
す
れ
ば
 
（
そ
の
可
能
性
は
高
い
）
、
そ
の
自
筆
本
自
体
が
正
徹
の
手
元
を
離
れ
、
所
 
 

持
者
を
転
々
と
す
る
問
に
、
あ
る
い
は
早
大
本
自
体
も
所
持
者
を
転
々
と
す
る
間
に
、
な
に
 
 

か
の
必
要
が
あ
っ
て
、
濁
点
や
振
り
仮
名
を
加
え
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
、
早
大
本
の
花
押
の
あ
る
二
箇
所
及
び
正
徹
自
筆
本
「
永
享
九
年
正
徹
詠
草
」
（
ほ
）
 
 

の
巻
末
、
正
徹
真
筆
本
「
徒
然
草
」
（
1
4
〉
 
（
下
冊
）
 
の
奥
書
部
分
の
写
真
を
提
示
し
て
お
く
の
 
 

で
参
照
願
い
た
い
。
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正徹の「なぐさみ草」の自筆本をめぐって  

苧
わ
等
温
耳
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正徹真筆本「徒然草」（下冊）   

「
外
相
論
文
」
 
『
外
相
評
釈
』
 
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
旅
の
目
的
と
し
て
、
「
源
氏
物
 
 

語
」
 
の
講
義
や
軍
務
連
絡
を
兼
ね
て
、
清
洲
城
主
 
（
恐
ら
く
今
川
仲
秋
）
 
に
招
待
さ
れ
た
こ
 
 

と
、
途
中
黒
田
に
立
ち
寄
っ
た
の
は
、
黒
田
荘
の
年
貢
未
進
の
調
査
の
任
務
を
負
っ
て
い
こ
 
 

と
を
挙
げ
、
ま
た
旅
程
期
間
や
今
川
範
政
と
の
交
渉
の
見
解
を
提
起
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
 
 

こ
の
な
か
に
は
到
底
納
得
で
き
な
い
も
の
、
論
拠
の
稀
薄
な
も
の
、
事
実
を
明
ら
か
に
誤
認
 
 

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
ほ
〉
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
、
 
 

文
学
作
品
と
し
て
の
 
「
な
ぐ
さ
み
草
」
 
の
特
質
と
合
わ
せ
て
論
及
す
る
予
定
で
あ
り
、
今
回
 
 

は
ひ
と
ま
ず
早
大
本
が
正
徹
自
筆
本
で
は
な
く
、
転
写
本
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
 
 

潤
筆
す
る
。
 
 
 

［
注
］
 
 
 

（
1
）
 
「
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
」
 
（
第
四
十
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
七
月
）
。
 
 
 

（
2
）
 
「
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
」
 
（
第
八
十
四
号
・
第
八
十
五
号
。
第
八
十
七
号
、
 
 

（
1
3
）
 
現
在
は
、
大
束
急
記
念
文
庫
蔵
本
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
『
近
畿
善
本
囲
録
』
 
か
ら
転
 
 

載
す
る
。
 
 

（
1
4
）
 
現
在
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
『
笠
間
影
印
叢
刊
』
 
か
ら
転
載
さ
 
 

せ
て
も
ら
っ
た
。
 
 
 

へ  へ    一‾、     一‾ヽ  

12  1110 9  
）  ＼、＿／  ＼ J      ）  
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平
成
二
年
七
月
、
平
成
二
年
十
一
月
、
平
成
三
年
七
月
）
。
 
 

小
学
館
出
版
。
（
初
版
平
成
六
年
七
月
、
再
版
平
成
十
四
年
五
月
）
。
 
 

「
中
世
文
学
研
究
」
 
（
第
二
十
三
号
、
平
成
九
年
八
月
）
。
 
 

「
研
究
と
資
料
」
 
（
第
四
十
七
輯
、
平
成
十
四
年
七
月
）
。
 
 

「
研
究
と
資
料
」
 
（
第
四
十
八
輯
、
平
成
十
四
年
十
二
月
）
。
 
 

勉
誠
社
出
版
。
平
成
十
六
年
十
二
月
。
 
 

本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
所
収
の
 
「
な
ぐ
 
 

さ
み
草
」
 
に
依
る
。
 
 

『
源
氏
物
語
批
評
史
の
研
究
』
。
 
 

拙
稿
「
『
な
ぐ
さ
み
草
』
 
と
 
『
源
氏
物
語
』
」
。
 
 

特
に
四
十
三
丁
裏
と
六
十
五
丁
表
の
大
文
字
で
記
し
た
和
歌
は
、
正
徹
の
筆
跡
を
 
 

丁
寧
に
模
写
し
て
い
る
さ
ま
が
伺
え
る
 
（
後
掲
写
真
版
参
照
）
。
 
 

早
稲
田
大
学
図
書
館
本
の
 
「
花
押
」
と
 
「
徒
然
草
」
 
や
 
「
和
歌
港
頂
秘
密
抄
」
 
の
 
 

「
花
押
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
違
す
る
。
「
花
押
」
は
年
代
に
よ
り
、
ま
た
献
呈
者
 
 

な
ど
に
よ
り
、
幾
程
か
の
も
の
も
存
す
る
の
で
 
「
花
押
」
 
の
相
違
を
こ
こ
で
は
自
 
 

筆
本
か
否
か
の
判
定
の
基
準
と
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
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（
1
5
）
 
例
え
ば
、
『
外
相
評
釈
』
 
で
は
、
「
こ
の
旅
で
正
徹
は
 
（
中
略
）
 
翌
応
永
二
十
六
年
 
 

（
一
四
一
九
）
 
十
月
、
今
川
範
政
家
で
一
夜
百
首
を
詠
じ
、
更
に
翌
二
十
七
年
二
月
 
 

十
七
日
、
「
聖
廟
法
楽
詠
百
首
倭
歌
」
 
の
評
詞
を
範
政
に
求
め
て
い
る
 
（
草
根
集
）
。
 
 

今
川
範
政
は
駿
河
守
護
 
（
応
永
二
十
一
年
～
永
享
五
年
）
 
で
あ
り
、
こ
の
交
渉
は
 
 

駿
府
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
徹
が
清
洲
城
中
に
滞
在
 
（
一
年
 
 

半
程
か
）
 
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
範
政
が
駿
府
に
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
旅
 
 

程
と
範
政
と
の
交
渉
を
記
す
。
け
れ
ど
も
、
拙
著
『
正
徹
の
研
究
』
 
（
第
一
篇
第
二
 
 

章
第
三
節
「
正
徹
百
首
の
諸
本
と
成
立
」
）
 
で
、
す
で
に
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
 

「
聖
廟
法
楽
詠
百
首
倭
歌
」
は
、
正
徹
が
京
都
北
野
神
社
に
、
応
永
二
十
七
年
正
月
 
 

十
七
日
の
夜
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
参
籠
し
た
と
き
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
従
 
 

っ
て
、
正
徹
は
応
永
二
十
七
年
正
月
に
は
、
旅
か
ら
帰
っ
て
在
京
し
て
お
り
、
外
 
 

相
氏
は
、
こ
の
点
を
誤
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
前
年
の
応
永
二
十
六
年
十
月
の
範
 
 

政
家
で
の
 
「
一
夜
百
首
和
歌
」
も
、
京
洛
の
範
政
の
館
で
の
詠
歌
と
み
る
状
況
証
 
 

拠
が
あ
り
、
先
の
外
村
氏
の
旅
程
は
成
り
立
ち
難
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
及
び
目
的
 
 

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
詳
細
に
批
判
・
論
及
す
る
予
定
で
あ
る
。
 
 
 

［
付
記
］
 
 
 

御
所
蔵
の
写
本
「
源
氏
寄
少
〝
な
ぐ
さ
み
草
」
の
閲
覧
及
び
図
版
二
枚
の
「
資
料
特
別
使
用
」
 
 

を
御
許
可
く
だ
さ
っ
た
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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