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古
今
著
聞
集
の
追
記
説
話
再
考 

︱
十
訓
抄
か
ら
の
抄
入
の
内
実
︱

二
七

相
応
し
い
形
に
な
る
よ
う
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
の

事
実
が
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

抄
入
に
あ
た
っ
て
の
配
慮
が
最
も
顕
著
に
窺
え
る
の
は
、
文
学
篇
第
一
三

六
話
と
孝
行
恩
愛
篇
第
三
一
四
話
で
あ
る
。
両
話
と
も
に
『
十
訓
抄
』
第
六

「
可
存
忠
直
事
」
第
十
一
話
か
ら
の
抄
入
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
「
お

な
じ
『
十
訓
抄
』
の
説
話
を
重
複
し
て
『
著
聞
集
』
に
採
り
入
た
り
す
る
な

ど
の
不
手
際
・
齟
齬
」（３
）
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
は
単
純
な

「
重
複
」
な
ど
で
は
な
い
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
掲
げ
、
重
複
す
る

箇
所
を
四
角
で
示
し
て
い
る
。

《
古
今
著
聞
集　

文
学
篇
第
一
三
六
話
》

　

中
納
言
顕
基
卿
は
、
後
一
条
院
と
き
め
か
し
給
ひ
て
、
若
く
よ
り
官
・

位
に
に
つ
け
て
う
ら
み
な
か
り
け
り
。
御
門
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
に

け
れ
ば
、「
忠
臣
は
二
君
に
つ
か
へ
ず
」
と
い
ひ
て
、
天
台
楞
厳
院
に

は
じ
め
に

　

現
存
す
る
『
古
今
著
聞
集
』
は
、
基
本
的
に
全
七
二
六
条
か
ら
成
っ
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
計
八
十
条
は
、『
著
聞
集
』
が
一
旦
の
成
立
を
見
た

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
十
月
以
降
に
追
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
追
記
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
大
森
志
朗
氏
や
永
積
安
明
氏
な
ど
の

論
考
が
あ
り
従
う
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
が（
１
）、
疑
問
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
追
記
説
話
の
大
部
分
を
占
め
る
『
十

訓
抄
』
か
ら
の
抄
入
（
計
六
十
条
）
に
焦
点
を
当
て
、
追
記
に
つ
い
て
あ
ら

た
め
て
探
っ
て
い
く（
２
）。

一
、
篇
目
へ
の
配
慮

　

抄
入
は
『
十
訓
抄
』
本
文
に
忠
実
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
全
く
単
純
な
引

き
写
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
に
は
、『
著
聞
集
』
の
篇
目
や
形
式
に

古
今
著
聞
集
の
追
記
説
話
再
考

︱
十
訓
抄
か
ら
の
抄
入
の
内
実
︱

旅
　
田
　
　
　
孟



二
八

後
、
し
づ
か
に
案
じ
給
ふ
に
、
さ
せ
る
つ
い
で
も
な
き
に
、
子
息
の
事

よ
も
あ
し
き
さ
ま
に
は
い
は
れ
じ
。見
は
な
つ
ま
じ
き
よ
し
な
り
け
り
。

思
ひ
と
り
て
世
を
の
が
る
と
い
へ
ど
も
、
恩
愛
は
な
ほ
す
て
が
た
き
事

な
れ
ば
、
思
ひ
あ
ま
り
て
い
ひ
出
で
ら
れ
け
り
と
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し

て
、
事
に
ふ
れ
て
芳
志
を
至
さ
れ
け
れ
ば
、
大
納
言
ま
で
な
ら
れ
に
け

り
。
美
濃
の
大
納
言
と
は
、
こ
の
人
の
事
な
り
。

　

重
複
し
て
い
る
の
は
顕
基
の
忠
臣
ぶ
り
に
つ
い
て
語
る
箇
所
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
こ
以
外
は
一
致
し
な
い
。
で
は
、
い
か
な
る
操
作
が
抄
入
に
際
し
て

な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
抄
入
元
の
『
十
訓
抄
』
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、『
著
聞
集
』
第
一
三
六
話
・
第
三
一
四
話
の
両
方
と
一
致
す
る
箇
所

は
四
角
で
囲
み
、
第
一
三
六
話
と
の
み
一
致
す
る
箇
所
に
は
傍
線
、
第

三
一
四
話
と
の
み
一
致
す
る
箇
所
に
は
波
線
を
そ
れ
ぞ
れ
引
い
て
示
し
て
い

る
。

《
十
訓
抄　

第
六
「
可
存
忠
直
事
」
第
十
一
話
》

　

中
納
言
顕
基
卿
は
後
一
条
院
と
き
め
か
し
給
ひ
て
、
若
く
よ
り
、
官

位
に
に
つ
け
て
う
ら
み
な
か
り
け
り
。
帝
に
お
く
れ
奉
り
に
け
れ
ば
、

「
忠
臣
は
二
君
に
つ
か
へ
ず
」
と
て
、
天
台
楞
厳
院
に
の
ぼ
り
て
、
頭

を
お
ろ
し
て
け
り
。
帝
隠
れ
給
へ
り
け
る
夜
、
火
を
と
も
さ
ざ
り
け
れ

の
ぼ
り
て
頭
お
ろ
し
て
け
り
。
御
門
か
く
れ
給
ひ
け
る
夜
、
火
を
と
も

さ
ざ
り
け
れ
ば
、「
い
か
に
」
と
た
づ
ぬ
る
に
、
主
殿
司
、
新
主
の
御

事
を
つ
と
む
と
て
、
参
ら
ぬ
よ
し
申
け
る
に
、
出
家
の
心
も
つ
よ
く
な

り
に
け
り
。

　
　

こ
の
人
わ
か
く
よ
り
道
心
お
は
し
ま
し
て
、
つ
ね
の
こ
と
ぐ
さ
に
は
、

　
　
　

古
墓
何
世
人　

不
知
姓
与
名　

化
為
路
辺
土　

年
々
春
草
生

《
古
今
著
聞
集　

孝
行
恩
愛
篇
第
三
一
四
話
》

　

中
納
言
顕
基
卿
は
、
後
一
条
院
と
き
め
か
し
給
ひ
て
、
わ
か
く
よ
り

官
位
に
つ
け
て
恨
み
な
か
り
け
り
。
御
門
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
に
け

れ
ば
、「
忠
臣
は
二
君
に
つ
か
へ
ず
」
と
て
、天
台
楞
嚴
院
に
の
ぼ
り
て
、

か
し
ら
お
ろ
し
て
け
り
。
御
門
か
く
れ
給
へ
り
け
る
夜
、
火
を
と
も
さ

ざ
り
け
れ
ば
、「
い
か
に
」
と
た
づ
ぬ
る
に
、
主
殿
司
、
新
主
の
御
事

を
つ
と
む
と
て
、
参
ら
ぬ
よ
し
申
し
け
る
に
、
出
家
の
心
つ
よ
く
な
り

に
け
る
と
か
や
。

　

あ
な
た
こ
な
た
に
て
お
こ
な
は
れ
け
る
が
、
大
原
に
住
み
け
る
比
、

宇
治
殿
、
か
の
庵
室
に
む
か
ひ
給
ひ
て
、
終
夜
御
物
語
あ
り
け
り
。
宇

治
殿
、「
後
世
は
か
な
ら
ず
み
ち
び
か
せ
給
へ
」
な
ど
示
し
給
ひ
て
、

暁
帰
り
な
ん
と
し
給
ひ
け
る
と
き
、「
俊
実
は
不
覚
の
も
の
に
て
候
ふ
」

と
申
さ
れ
け
り
。
そ
の
と
き
は
何
と
も
思
ひ
わ
か
せ
給
は
で
、
帰
り
て



古
今
著
聞
集
の
追
記
説
話
再
考 

︱
十
訓
抄
か
ら
の
抄
入
の
内
実
︱

二
九

は
、「
後
世
に
は
必
ず
導
か
せ
給
へ
」
と
示
し
給
ひ
て
、
暁
、
帰
り
な

む
と
し
給
ひ
け
る
時
、「
俊
実
は
不
覚
の
者
に
て
候
ふ
」と
申
さ
れ
け
り
。

そ
の
時
は
何
と
も
思
は
せ
給
は
で
、
帰
り
て
の
ち
、
案
じ
給
ふ
に
、「
さ

せ
る
つ
い
で
も
な
き
に
、
子
息
の
こ
と
、
よ
も
あ
し
き
さ
ま
に
は
い
は

じ
。
見
放
つ
ま
じ
き
由
を
じ
け
る
な
り
」
と
思
ひ
と
り
て
、
世
を
遁
る

と
い
へ
ど
も
、
恩
愛
、
は
な
ほ
捨
て
が
た
き
こ
と
な
れ
ば
、
思
ひ
の
あ

ま
り
て
、
い
ひ
出
で
ら
れ
た
り
け
り
。
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
て
、
こ
と
に

ふ
れ
て
、
芳
心
い
た
さ
れ
け
り
。

　

美
濃
の
大
納
言
と
は
こ
の
人
の
こ
と
な
り
。

　

こ
の
説
話
は
、
内
容
か
ら
四
分
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
顕
基
の
忠

臣
ぶ
り
を
語
る
第
一
部
、
次
に
顕
基
の
道
心
が
示
さ
れ
た
漢
詩
と
和
歌
に
つ

い
て
触
れ
る
第
二
部
、
そ
し
て
顕
基
の
朗
詠
の
声
に
つ
い
て
語
る
第
三
部
、

最
後
に
顕
基
が
息
子
で
あ
る
俊
実
の
後
事
を
藤
原
頼
道
に
託
し
た
と
い
う
第

四
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
第
一
部
と
、
第
二
部
の
漢
詩
部
分
を
抜
き
出
す
と
、『
著
聞
集
』

文
学
篇
第
一
三
六
話
と
な
る
。
第
二
部
の
う
ち
和
歌
部
分
が
除
外
さ
れ
て
い

る
の
は
「
文
学
」
で
は
な
く
「
和
歌
」
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ

り
、
第
三
・
四
部
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
も
「
文
学
」
に
直
結
す
る
内
容
で

は
な
い
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。そ
し
て
、第
一
部
と
第
四
部
を
抜
き
す
と
、『
著

ば
、「
い
か
に
」
と
尋
ぬ
る
に
、主
殿
司
、新
主
の
御
事
を
つ
と
む
と
て
、

不
参
の
由
申
し
け
る
に
、
出
家
の
心
は
強
く
な
り
に
け
り
。

　

こ
の
人
、
若
く
よ
り
道
心
あ
り
て
、
常
の
こ
と
ぐ
さ
に
は
、

　
　

古
墓
何
世
人　

不
知
姓
与
名　

化
為
路
辺
土　

年
々
春
草
生

　
　

と
ぞ
口
づ
け
給
ひ
け
る
。

　

の
ち
に
は
、
上
東
門
院
よ
り
よ
ば
せ
給
ひ
け
る
に
は
、
か
く
申
し
け

る
。

世
を
捨
て
て
家
を
出
で
に
し
身
な
れ
ど
も
な
ほ
恋
し
き
は
昔
な
り

け
り

　
　
　

の
ち
に
は
、
上
醍
醐
に
住
み
て
、
往
生
を
遂
げ
に
け
り
。

　

同
じ
院
、
御
位
の
時
、
こ
の
人
、
い
ま
だ
殿
上
人
な
り
け
る
に
、
上

東
門
院
、
国
母
に
て
入
内
あ
り
て
、
御
覧
じ
て
、「
故
院
、
隠
れ
さ
せ

給
ひ
て
、
い
く
ほ
ど
の
年
も
へ
だ
て
ぬ
に
、
百
敷
の
内
こ
そ
む
げ
に
お

と
ろ
へ
か
は
り
に
け
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
る
に
、
帝
の
御
心
の
中
、
は

づ
か
し
く
思
し
め
し
た
る
に
、
顕
基
、
殿
上
の
方
に
て
、
朗
詠
の
二
句
、

口
す
さ
み
た
り
け
る
を
、
院
、
聞
こ
し
め
し
て
、「
こ
れ
こ
そ
昔
に
か

は
ら
ぬ
情
の
残
り
た
り
け
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
る
に
ぞ
、
帝
の
御
力
つ

く
御
心
地
し
て
、
う
れ
し
く
思
は
せ
給
ひ
け
る
。

　

こ
の
人
、
遁
世
の
の
ち
、
大
原
に
住
み
け
る
こ
ろ
、
宇
治
殿
、
か
の

庵
室
に
む
か
ひ
訪
は
せ
給
ひ
て
、
終
夜
、
御
物
語
あ
り
け
り
。
宇
治
殿



三
〇

　

出
家
の
後
、
寂
照
上
人
と
て
入
唐
し
け
る
。
か
し
こ
に
て
は
円
通
大

師
と
ぞ
い
は
れ
け
る
。
清
涼
山
の
麓
に
て
つ
ひ
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ

ら
れ
け
り
。

　

抄
入
元
の
『
十
訓
抄
』
第
十
「
可
庶
幾
才
芸
事
」
第
四
十
八
話
で
は
、『
著

聞
集
』
と
は
違
っ
て
「
清
涼
山
の
麓
に
て
つ
ひ
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ
ら
れ

け
り
」
と
説
話
が
締
め
く
く
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
清
涼
山
の
麓
に
て
」
以

降
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

《
十
訓
抄　

第
十
「
可
庶
幾
才
芸
事
」
第
四
十
八
話
（
後
半
）》

清
涼
山
の
麓
に
て
、
往
生
を
と
げ
る
と
き
、
詩
を
作
れ
り
け
る
。

　
　

笙
歌
聴
孤
雲
上　
　

聖
衆
来
迎
落
日
前

た
だ
し
、
こ
の
詩
、
保
胤
作
れ
り
と
い
ふ
、
た
づ
ぬ
べ
し
。

　

あ
る
説
に
い
は
く
、
こ
の
人
は
、
唐
土
の
娥
眉
山
に
、
寂
昭
と
い
ひ

け
る
聖
の
後
身
な
り
。師
と
法
門
の
義
を
論
じ
て
、「
わ
れ
は
ま
さ
れ
り
」

と
思
ひ
て
、
入
滅
し
た
り
け
る
が
、
そ
の
執
に
よ
り
て
、
往
生
を
と
げ

ず
、
日
本
に
生
ま
れ
た
り
け
る
な
り
。
入
唐
し
た
り
け
れ
ば
、
娥
眉
山

の
寂
昭
の
影
に
少
し
も
違
は
ざ
り
け
り
。
人
、帝
に
申
し
け
る
と
な
む
。

　

さ
り
け
れ
ば
に
や
、
俗
に
て
あ
り
け
る
時
よ
り
、
頭
光
あ
ら
は
し
て

見
え
け
り
。

聞
集
』
孝
行
恩
愛
篇
第
三
一
四
話
と
な
る
。
第
四
部
は
「
恩
愛
、
な
ほ
捨
て

が
た
き
こ
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
孝
行
恩
愛
」
に
つ
い
て
の
こ

と
で
あ
る
が
、
第
二
部
や
第
三
部
は
「
孝
行
恩
愛
」
と
直
結
す
る
内
容
で
は

な
い
の
で
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
抄
入
に
あ
た
っ
て
の
説
話
の
再
構
成
の
仕
方
に
目
を
向

け
る
と
、
追
記
先
の
篇
目
に
相
応
し
い
内
容
の
説
話
と
な
る
よ
う
に
、
記
事

の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
窺
え
る
。「
不
手
際
・
齟
齬
」
ど
こ

ろ
か
、『
著
聞
集
』
の
篇
目
へ
の
配
慮
の
も
と
に
注
意
深
く
説
話
を
再
構
成

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
配
慮
は
、
他
の
抄
入
説
話
か
ら
も
見
て
取
れ

る
。

《
古
今
著
聞
集　

和
歌
篇
第
一
九
七
話
》

　

三
河
の
守
定
基
、
心
ざ
し
深
か
り
け
る
女
の
は
か
な
く
な
り
に
け
れ

ば
、
世
を
憂
き
も
の
に
思
ひ
入
れ
た
り
け
る
に
、
五
月
の
雨
は
れ
や
ら

ぬ
比
、
こ
と
よ
ろ
し
き
女
の
、
い
た
ふ
や
つ
れ
た
り
け
る
が
、
鏡
を
売

り
て
き
た
れ
る
を
と
り
て
見
る
に
、そ
の
か
が
み
の
包
み
紙
に
書
け
る
、

　
　
　
　

け
ふ
の
み
と
見
る
に
涙
の
ま
す
鏡
な
れ
に
し
か
げ
を
人
に
か
た
る
な

こ
れ
を
見
る
に
涙
と
ど
ま
ら
ず
。
か
が
み
を
ば
返
し
と
ら
せ
て
、
さ
ま

ざ
ま
に
あ
は
れ
み
け
り
。
道
心
も
い
よ
い
よ
思
ひ
さ
だ
め
け
る
は
、
こ

の
事
に
よ
れ
り
。



古
今
著
聞
集
の
追
記
説
話
再
考 

︱
十
訓
抄
か
ら
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抄
入
元
の
『
十
訓
抄
』
第
五
「
可
選
朋
友
事
」
第
二
話
で
は
、
延
光
の
漢

詩
の
あ
と
に
「
か
の
小
野
小
町
が
歌
、
思
ひ
出
で
ら
る
」
と
し
て
「
思
ひ
つ

つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
」
と
の
和

歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
文
学
」
で
は
な
く
「
和
歌
」
の
領
域
に
属
す
る

内
容
で
あ
る
し
、
延
光
に
つ
い
て
の
こ
と
で
も
な
い
の
で
、
抄
入
に
際
し
て

除
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

二
、
形
式
へ
の
配
慮

　

抄
入
に
際
し
て
は
、
よ
り
細
か
い
レ
ベ
ル
で
の
本
文
の
処
理
も
行
わ
れ
て

い
た
。

《
古
今
著
聞
集　

和
歌
篇
第
一
九
四
話
》

　

壬
生
の
二
位
家
隆
卿
、八
十
に
て
天
王
寺
に
て
を
は
り
給
ひ
け
る
時
、

七
首
の
歌
を
よ
み
て
ぞ
回
向
せ
ら
れ
け
る
。
臨
終
正
念
に
て
、
そ
の
志

む
な
し
か
ら
ざ
り
け
り
。
か
の
七
首
の
内
に
、

契
り
あ
れ
ば
難
波
の
里
に
や
ど
り
き
て
浪
の
入
日
を
を
が
み
け
る

か
な

《
十
訓
抄　

第
十
「
可
庶
幾
才
芸
事
」
第
五
十
三
話
》

　

和
歌
篇
に
追
記
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
和
歌
」
で
は
な
く
「
文
学
」
の
領

域
に
入
る
漢
詩
部
分
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
単
純
に
削
除
す
る
の
み

で
は
な
く
、『
十
訓
抄
』
で
「
清
涼
山
の
麓
に
て
、
往
生
を
と
げ
る
と
き
」

と
な
っ
て
い
る
の
を
「
清
涼
山
の
麓
に
て
つ
ひ
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ
ら
れ

け
り
」
と
整
備
し
て
、
一
話
と
し
て
完
結
す
る
よ
う
文
末
に
手
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。「
あ
る
説
に
い
は
く
」
以
下
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
和
歌
」

と
結
び
つ
か
な
い
内
容
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
と
は
逆
に
、
文
学
篇
に
追
記
す
る
に
あ
た
っ
て
不
要
と
な
る
和
歌
部

分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
例
も
存
在
す
る
。

《
古
今
著
聞
集　

文
学
篇
一
三
四
話
》

　

村
上
帝
、
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
枇
杷
の
大
納
言
延
光
卿
、
あ
さ

ゆ
ふ
恋
し
く
思
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
御
か
た
み
の
色
を
一
生
ぬ
ぎ
給
は

ざ
り
け
り
。
あ
る
夜
の
夢
に
御
製
を
た
ま
ひ
け
る
、

月
輪
日
本
雖
相
別　

温
意
清
涼
昔
至
誠　

兜
率
最
高
帰
内
院　

如

今
於
彼
語
卿
名

　

大
納
言
、
夢
さ
め
て
お
ど
ろ
き
て
こ
れ
に
和
し
た
て
ま
つ
る
、

再
拝
聖
顏
一
寝
程　

恩
言
芳
処
奏
中
情　

夢
中
如
覚
夢
中
事　

雖

尽
一
生
豈
空
驚



三
二

よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
話
（
第
五
十
一
話
）、
菅
原
文
時
が
善
知
識
の
上
人

の
勧
め
に
よ
っ
て
臨
終
時
に
漢
詩
を
考
案
し
往
生
を
遂
げ
た
話
（
第
五
十
二

話
）、
そ
し
て
そ
の
次
が
、
家
隆
が
臨
終
時
に
和
歌
を
詠
ん
で
無
事
往
生
を

遂
げ
た
話
（
第
五
十
三
話
）
で
あ
る
。
今
様
・
漢
詩
・
和
歌
が
往
生
の
機
縁

に
な
っ
た
と
い
う
一
連
の
説
話
配
列
の
中
で
、『
十
訓
抄
』
が
編
纂
さ
れ
た

当
時
か
ら
時
代
的
隔
た
り
の
あ
る
説
話
は
こ
こ
ま
で
あ
り
、
次
に
紹
介
す
る

の
は
同
時
代
の
説
話
で
あ
る
と
示
す
も
の
が
、
第
五
十
三
話
冒
頭
の
「
近
く

は
」
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
当
然
な
が
ら
、
第
五
十
三
話
を
『
著
聞
集
』
に
抄
入
す
る
と
な
る

と
、『
十
訓
抄
』
の
説
話
配
列
の
連
続
性
か
ら
断
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
冒
頭
の
「
近
く
は
」
が
、
何
に
つ
い
て
の
近
い
事
例
を
示
そ
う

と
し
て
い
る
の
か
が
不
明
な
唐
突
な
書
き
出
し
と
な
る
。抄
入
説
話
で
は「
近

く
は
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
題
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
例
は
他
に
も
指
摘
で
き
る
。『
著
聞
集
』
和
歌
篇
一
九
六
話
で
も
、

抄
入
元
で
あ
る
『
十
訓
抄
』
巻
十
「
可
庶
幾
才
芸
事
」
第
四
十
七
話
の
冒
頭

に
あ
っ
た
「
近
く
は
」
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
近
く
は
」
に
つ
い
て
も
や

は
り
、あ
る
教
訓
に
即
し
て
例
証
説
話
が
連
続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
中
で
、

次
に
紹
介
す
る
の
が
同
時
代
の
説
話
で
あ
る
と
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
冒
頭
表
現
の
削
除
に
つ
い
て
も
、『
十
訓
抄
』か
ら
切
り
離
し
て『
著

聞
集
』
の
説
話
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
配
慮
の
一
つ
と
考
え
た
い
。

　

近
く
は
、
壬
生
の
二
位
家
隆
卿
、
八
十
に
て
、
天
王
寺
に
て
終
り
給

ひ
け
る
時
、
三
首
の
歌
を
よ
み
て
、
廻
向
せ
ら
れ
け
る
。
臨
終
正
念
に

て
、
そ
の
志
、
む
な
し
か
ら
ざ
り
け
り
。
そ
の
う
ち
一
首
に
云
は
く
、

　
　
　
　

契
り
あ
れ
ば
難
波
の
里
に
移
り
来
て
波
の
入
り
日
を
拝
み
つ
る
か
な

　

家
隆
が
臨
終
時
に
詠
じ
た
和
歌
の
数
に
つ
い
て
、『
十
訓
抄
』
が
「
三
首
」

と
す
る
一
方
で
、『
著
聞
集
』
で
は
「
七
首
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

抄
入
に
関
わ
る
異
同
で
は
な
い
と
考
え
る
。
名
古
屋
大
学
蔵
玉
松
家
本
『
十

訓
抄
』
や
享
保
六
年
刊
本
で
は
「
三
首
」
で
は
な
く
「
七
首
」
と
な
っ
て
い

る
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
片
仮
名
本
や
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本
で
も
、

異
本
注
記
と
し
て
「
七
首
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
十
訓
抄
』
の
中

で
も
、
当
該
箇
所
は
本
文
が
安
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
異
同
は
抄
入
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
『
十
訓
抄
』
本
文
に

関
わ
る
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
三
句
目
の
異
同
に
関
し
て

も
同
様
で
あ
る
。

　

で
は
、
抄
入
と
関
わ
る
異
同
は
何
か
と
い
う
と
、
説
話
冒
頭
の
「
近
く
は
」

の
有
無
で
あ
る（
４
）。『
十
訓
抄
』
で
は
、
こ
の
第
五
十
三
話
に
先
立
つ
第

五
十
話
で
「
芸
能
に
つ
け
て
、
望
み
を
と
げ
、
賞
を
か
ぶ
る
も
の
、
古
今
数

を
知
ら
ず
」
と
し
、
第
五
十
一
話
以
降
に
、
芸
能
の
力
に
よ
っ
て
往
生
を
遂

げ
る
こ
と
が
で
き
た
説
話
を
並
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
遊
女
が
今
様
に
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隆
を
説
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
各
篇
に
収
録
さ
れ
た
説
話
が
原
則
と
し
て

時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
著
聞
集
』
編
者
は
、
古

か
ら
今
へ
と
至
る
日
本
の
歴
史
的
な
流
れ
を
説
話
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
し
て

い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
こ
に
中
国
を
舞
台
と
す
る
説
話
を
抄
入
す

る
こ
と
は
、
逸
脱
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
逸
脱
は
自
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
中
国
説
話
群
の
最

初
の
第
七
二
二
話
は
『
十
訓
抄
』
第
六
「
可
存
忠
直
事
」
第
三
十
一
話
か
ら

の
抄
入
で
あ
る
が
、『
十
訓
抄
』
に
あ
っ
た
「
今
も
よ
き
人
は
、
毎
事
動
き

な
く
、
心
軽
か
ら
ぬ
は
、
こ
の
翁
が
心
に
か
よ
へ
る
な
ど
ぞ
見
ゆ
る
」
云
々

の
評
語
が
な
く
、
代
わ
り
に
「
も
ろ
こ
し
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
い
さ
さ
か
こ

れ
を
し
る
せ
り
」
と
の
説
明
的
言
辞
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
説
話
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
説
話
集
に
中
国
を
舞
台
と
す
る
説
話
を
書
き
入
れ
る
こ
と

の
違
和
感
を
自
覚
し
た
上
で
抄
入
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
国
説
話
群
の
最
後
の
第
七
二
五
話
で
も
、
逸
脱
に
つ
い
て
の
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
十
訓
抄
』
第
二
「
可
離
憍
慢
」
第
二
話
か
ら
説
話

を
引
き
写
し
、
末
尾
に
「
こ
の
一
篇
な
ど
は
、
禽
獣
の
部
の
い
る
べ
き
に
あ

ら
ず
。
さ
り
な
が
ら
、
二
鴈
の
た
め
し
に
注
し
入
れ
侍
る
な
り
」
と
加
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
説
話
の
内
容
が
魚
虫
禽
獣
篇
に
相
応
し
く
な
い
と
い
う

意
味
で
の
逸
脱
に
対
し
て
の
弁
明
で
あ
っ
て
、
第
七
二
二
話
の
も
の
と
は
性

質
が
異
な
る
。
第
七
二
五
話
は
、
荘
子
が
弟
子
に
、
木
は
真
っ
直
ぐ
な
良
い

　

説
話
冒
頭
表
現
へ
の
配
慮
は
、「
近
く
は
」に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。『
著

聞
集
』
巻
五
和
歌
篇
第
一
八
一
話
は
「
む
か
し
、
大
納
言
な
り
け
る
人
の
」

と
始
ま
る
が
、抄
入
元
の
『
十
訓
抄
』
巻
五
「
可
撰
朋
友
事
」
第
九
話
は
「
大

和
物
語
に
は
、
昔
、
大
納
言
な
り
け
る
人
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
同

じ
く
、
そ
の
ま
ま
『
著
聞
集
』
に
持
ち
込
む
と
唐
突
に
な
る
も
の
が
削
除
さ

れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
説
話
冒
頭
に
い
き
な
り
書
名
を
提
示
す
る
も
の
は

『
著
聞
集
』
に
は
原
則
的
に
存
在
し
な
い（
５
）。「
大
和
物
語
に
は
」
と
書
き

出
す
と
、『
著
聞
集
』
の
形
式
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
実
際
に
は
、「
大
和
物
語
に
は
」
は
削
除
さ
れ
、
形
式
上
の
統
一
性
は

保
た
れ
て
い
る
。

三
、
逸
脱
へ
の
自
己
言
及

　

以
上
に
確
認
し
て
き
た
の
は
、『
著
聞
集
』
の
篇
目
・
形
式
か
ら
逸
脱
し

な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
の
も
と
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
で

あ
る
。
し
か
し
抄
入
説
話
の
中
に
は
、『
著
聞
集
』
の
全
体
的
構
成
か
ら
逸

脱
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
魚
虫
禽
獣
篇
末
部
に
抄
入
さ
れ
た
中
国
説

話
群
（
第
七
二
二
話
～
七
二
五
話
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

『
著
聞
集
』
は
日
本
の
説
話
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
全
三
十
の
篇
目

の
最
初
に
あ
る
の
が
神
祇
篇
で
、
そ
の
小
序
に
お
い
て
神
国
と
し
て
の
日
本

の
成
り
立
ち
を
説
き
、
続
く
釈
教
篇
小
序
で
は
仏
教
の
日
本
へ
の
伝
来
と
興



三
四

て
も
「
不
整
備
」
は
少
な
か
ら
ず
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、

全
体
的
構
成
か
ら
の
逸
脱
は
他
の
説
話
集
に
も
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、『
十
訓
抄
』
の
逸
脱
を
以
下
に
示
す
。

《
十
訓
抄　

第
一
「
可
離
憍
慢
事
」
第
三
十
九
話
》

　

楊
梅
大
納
言
顕
雅
卿
は
、
若
く
よ
り
、
い
み
じ
く
言
失
を
ぞ
し
給
ひ

け
る
。

　

神
無
月
の
こ
ろ
、
あ
る
宮
腹
に
参
り
て
、
御
簾
の
外
に
て
、
女
房
達

と
も
の
が
た
り
せ
ら
れ
け
る
に
、
時
雨
の
さ
と
し
け
れ
ば
、
供
な
る
雑

色
を
呼
び
て
、「
車
の
降
る
に
、時
雨
さ
し
入
よ
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
を
、

「
車
軸
と
か
や
に
や
、恐
し
や
」
と
て
、御
簾
の
内
、笑
ひ
あ
は
れ
け
り
。

　

さ
て
、
あ
る
女
房
の
、「
御
い
ひ
た
が
へ
、
つ
ね
に
あ
り
と
聞
ゆ
れ

ば
、
ま
こ
と
に
や
、
御
祈
り
の
あ
る
ぞ
や
」
と
い
は
れ
け
れ
ば
、「
そ

の
た
め
に
、
三
尺
の
ね
ず
み
を
つ
く
り
、
供
養
せ
む
と
思
ひ
侍
る
」
と

い
は
れ
た
り
け
る
。
を
り
ふ
し
、
ね
ず
み
の
御
簾
の
き
は
を
、
走
り
通

り
け
る
を
見
て
、
観
音
に
思
ひ
ま
が
へ
て
、
の
た
ま
ひ
け
る
な
り
。「
時

雨
さ
し
入
れ
よ
」
に
は
、
ま
さ
り
て
を
か
し
か
り
け
り
。

　

越
度
の
つ
い
で
に
言
ひ
出
だ
さ
る
。

　

心
用
意
の
大
切
さ
に
つ
い
て
説
く
一
連
の
説
話
配
列
の
中
に
、
こ
の
第

も
の
が
切
ら
れ
、
曲
が
っ
た
悪
い
も
の
は
切
ら
れ
な
い
の
に
、
鳥
は
上
手
く

鳴
く
良
い
も
の
が
生
か
さ
れ
、
上
手
く
鳴
け
な
い
悪
い
も
の
が
殺
さ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
て
「
世
の
中
の
た
め
し
、
こ
れ
に
あ
り
」
と
答
え
た

と
い
う
、
有
名
な
説
話
で
あ
る
。
動
物
に
主
眼
が
置
か
れ
た
説
話
で
は
な
い

か
ら
魚
虫
禽
獣
篇
に
抄
入
す
る
の
は
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
何
に
し
て
も
、
こ
の
説
明
的
言
辞
か
ら
は
、『
著
聞
集
』
に
つ
い
て

よ
く
理
解
し
た
上
で
、
逸
脱
を
自
覚
し
な
が
ら
抄
入
を
行
っ
て
い
た
と
い
う

事
実
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
説
明
的
言
辞
に
つ
い
て
、永
積
安
明
氏
は
次
の
よ
う
に
説
く
（
６
）。

こ
の
篇
に
入
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
説
話
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
整
備
は
、
形
式
的
な
完
成
を
求
め
た
古
今
著
聞

集
の
編
成
の
精
神
と
、
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
、
か
た
が
た
、

こ
の
段
が
原
著
者
の
関
知
し
な
い
後
人
の
抄
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
即
ち
「
原
著
者
の
関
知
し
な
い
後
人
の
抄
入
」
の

証
拠
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。「
形
式
的
な
完
成
」
は
あ
く
ま
で
理
念
の

上
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
、
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な

相
当
に
綿
密
な
構
成
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
（
と
思
し
き
）
説
話
集
で
あ
っ
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追
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︱
十
訓
抄
か
ら
の
抄
入
の
内
実
︱

三
五

の
よ
う
に
自
覚
的
に
逸
脱
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
中
国
説
話
群
に
し
て
も
、

逸
脱
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
「
原
著
者
の
関
知
し
な
い
後
人
」
の

所
為
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

ま
た
、
中
国
説
話
群
も
含
め
た
抄
入
説
話
が
、
お
お
よ
そ
時
代
順
に
説
話

を
並
べ
る
『
著
聞
集
』
の
配
列
原
理
を
乱
し
て
い
る
こ
と
も
、
抄
入
が
後
人

の
所
為
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
全
体
的
構
成
か
ら
の

逸
脱
で
は
あ
る
が
、
一
旦
の
成
立
を
見
た
『
著
聞
集
』
の
余
白
に
編
者
自
身

が
『
十
訓
抄
』
か
ら
抄
入
を
行
い
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
再
編
集
さ
れ
る
こ
と

な
く
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
抄
入
が
誰
の
手
に

な
る
か
は
、
抄
入
説
話
自
体
か
ら
は
導
け
な
い
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

以
上
に
確
認
し
て
き
た
と
お
り
、『
十
訓
抄
』
か
ら
の
抄
入
は
、『
著
聞
集
』

の
篇
目
・
形
式
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
枠
内
に
収
ま
る
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
た
。
中
に
は
逸
脱
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
的
構
成
へ
の
無
理
解
の
せ
い
で

は
な
く
、
自
覚
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
建
長
六
年
十
月
に
一
旦
の

成
立
を
見
た
『
著
聞
集
』
の
一
部
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
、
綿
密
な
配
慮
の

も
と
抄
入
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

抄
入
を
行
っ
た
の
が
編
者
自
身
で
あ
れ
後
人
で
あ
れ
、
そ
の
目
的
が
、
既

に
完
成
し
て
い
る
『
著
聞
集
』
を
増
補
し
て
、
よ
り
情
報
量
の
多
い
説
話
集

三
十
九
話
は
置
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
中
臣
能
宣
が
敦
実
親
王
の

所
で
の
子
の
日
に
優
れ
た
歌
を
詠
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
父
で
あ
る
頼
基
か

ら
「
さ
る
わ
か
れ
宮
の
子
の
日
に
、
か
か
る
歌
よ
む
よ
う
や
は
あ
る
」
と
心

用
意
の
至
ら
な
さ
を
叱
責
さ
れ
た
話
（
第
三
十
話
）、
藤
原
斉
信
が
清
暑
堂

の
御
神
楽
で
拍
子
を
取
る
役
を
急
に
譲
ら
れ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
ろ

う
か
と
事
前
に
心
用
意
を
し
て
い
た
た
め
、
間
違
う
こ
と
な
く
上
手
く
務
め

お
お
せ
た
と
い
う
話
（
第
三
十
一
話
）、
い
つ
か
道
長
の
娘
が
入
内
す
る
こ

と
が
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
藤
原
有
国
は
、
道
長
の
東
三
条
邸
造
営
を
任
さ

れ
た
際
、
御
輿
が
通
れ
る
よ
う
に
一
箇
所
だ
け
上
長
押
を
設
置
せ
ず
に
お
い

た
と
い
う
話
（
第
三
十
二
話
）
…
と
続
く
。
そ
の
配
列
の
中
に
、
こ
の
、
源

顕
雅
が
よ
く
言
い
間
違
い
を
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
個
人
的
な
性
質
に

つ
い
て
の
説
（
第
三
十
九
話
）
話
が
配
さ
れ
て
い
る
。
顕
雅
は
、
心
用
意
の

至
ら
な
さ
の
た
め
に
失
敗
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
心
用
意
が
大
切
で
あ

る
と
い
う
教
訓
と
は
直
結
し
な
い
。
そ
の
逸
脱
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
説
話

末
尾
の
「
越
度
の
つ
い
で
に
言
ひ
出
だ
さ
る
」
で
あ
る
。
直
前
の
第
三
十
八

話
は
、
源
博
雅
が
天
徳
の
歌
合
に
お
い
て
講
師
を
勤
め
た
際
、
緊
張
の
た
め

に
歌
を
詠
み
誤
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
言
い
間
違
い
」
の
話
で
あ
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
の
連
想
で
、
顕
雅
の
「
言
い
間
違
い
」
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　

全
体
的
構
成
を
考
え
た
当
人
で
あ
る
編
者
で
あ
っ
て
も
、
時
と
し
て
、
こ



三
六

し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
十
訓
抄
』
は
第
二
類
本
の
宮
内
庁
書
陵
部
片

仮
名
本
を
底
本
と
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
用
い
（
説
話
番
号
も

こ
れ
に
従
う
）、
適
宜
『
校
本
十
訓
抄
』
で
本
文
異
同
を
確
認
す
る
こ
と
と

し
た
。『
著
聞
集
』
は
諸
本
間
で
大
き
な
本
文
異
同
が
な
い
の
で
、
広
島
大

学
附
属
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
す
る
新
潮
日
本
古
典
集
成
を
用
い
た
。

（
３
）
永
積
安
明
氏
「『
十
訓
抄
』
の
世
界
」（
初
出
『
日
本
の
歴
史
４
・
中
世
Ⅱ
』

一
九
七
四
年
／
東
京
美
術
。
後
に
『
中
世
文
学
の
可
能
性
』
一
九
七
七
年

／
岩
波
書
店
、
所
収
）。

（
４
）
こ
の
「
近
く
は
」
は
『
十
訓
抄
』
伝
本
に
共
通
し
て
見
え
る
。

（
５
）『
著
聞
集
』
の
説
話
冒
頭
表
現
に
つ
い
て
は
、
福
田
益
和
氏
「
古
今
著
聞
集

研
究
序
説
」（『
長
崎
大
学
教
養
学
部
紀
要
』十
六
号
／
一
九
七
五
年
十
二
月
）

に
詳
し
い
。『
著
聞
集
』
の
中
で
説
話
冒
頭
に
書
名
が
示
さ
れ
る
の
は
、
漢

文
で
記
さ
れ
た
裏
書
に
限
定
さ
れ
る
。

（
６
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』（
一
九
七
四
年
／
岩
波
書
店
）
補
注
。

（
た
び
た　

は
じ
め
・
大
阪
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）

へ
と
拡
充
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
変
わ
ら
な
い
。『
著
聞
集
』
の
篇
目
・

形
式
へ
の
配
慮
の
も
と
抄
入
を
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
単
純
に
、
思
い
つ

く
ま
ま
に
無
作
為
に
説
話
を
書
き
入
れ
た
結
果
の
「
不
整
備
・
齟
齬
」
と
は

言
え
な
い
。『
著
聞
集
』
の
編
纂
行
為
の
延
長
線
上
に
あ
ろ
う
と
い
う
意
図

の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
の
と
こ
ろ
、
建
長
六
年
十
月
の
時

点
で
既
に
収
録
さ
れ
て
い
た
説
話
と
、
そ
れ
以
降
に
追
記
さ
れ
た
説
話
と
の

間
に
は
明
確
な
差
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
追
記
説
話
も
含
め
た
『
著
聞

集
』
全
体
に
目
を
向
け
て
は
じ
め
て
、
編
纂
の
全
容
が
見
え
て
く
る
と
考
え

る
。

【
注
】

（
１
）
大
森
志
朗
氏
「
古
今
著
聞
集
考
」
日
本
古
典
全
集
『
古
今
著
聞
集
・
下
』

（
一
九
三
〇
年
／
日
本
古
典
文
学
全
集
刊
行
会
）、
永
積
安
明
氏
「『
古
今
著

聞
集
』
の
本
文
批
評
」（
初
出
『
研
究
』
三
十
五
号
／
一
九
六
五
年
三
月
。

後
に
大
幅
な
改
稿
の
上
、『
中
世
文
学
の
可
能
性
』
一
九
七
七
年
／
岩
波
書

店
、
所
収
）。
な
お
、
中
島
悦
次
氏
「
古
今
著
聞
集
の
増
補
と
十
訓
抄
」『
国

学
院
雑
誌
』
五
十
九
号
（
一
九
五
八
年
十
一
月
）
は
、『
著
聞
集
』
と
『
十

訓
抄
』
は
同
一
出
典
に
基
づ
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
見
解
を
示
す
が
、

従
え
な
い
。

（
２
）
抄
入
に
使
用
さ
れ
た
『
十
訓
抄
』
は
、
福
島
尚
氏
「『
十
訓
抄
』
の
本
文
に

つ
い
て
・
下
─
『
十
訓
抄
』
を
よ
む
た
め
に
─
」（『
国
語
国
文
』
五
十
六

─
九
号
／
一
九
八
七
年
九
月
）
に
よ
れ
ば
、
現
存
の
第
二
類
本
に
近
似
し

な
が
ら
も
第
一
類
本
的
な
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
た
本
文
形
態
で
あ
っ
た
ら


