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慣
例
に
従
い
「
は
し
が
き
」
が
必
要
と
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
僭
越
な
が
ら
書
か
せ
て
い
た
だ
く
。

本
『
古
代
文
学
論
叢
』
も
大
き
な
区
切
り
と
な
る
第
二
十
輯
を
迎
え
た
こ
の
折
、
時
宜
に
か
な
っ
た
特
集
「
源
氏
物
語　

読
み
の
現
在
」

を
お
お
く
り
す
る
。

今
や
研
究
者
の
関
心
は
遠
く
深
い
と
こ
ろ
ま
で
進
展
し
て
い
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
活
況
を
呈
し
て
い
て
好
も
し
い
か
ぎ
り
と
評
し

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
一
方
で
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
法
で
推
し
進
め
て
い
く
あ
ま
り
、
問
題
意
識
や
成
果
が
広
く
共
有
さ
れ
に
く
い

と
い
う
支
離
滅
裂
の
状
況
に
あ
る
と
も
観
測
さ
れ
な
く
も
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
本
論
叢
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
諸
考
察
か
ら
は
、
懇
切

丁
寧
な
論
述
を
心
が
け
て
く
だ
さ
っ
た
お
蔭
で
、
論
点
と
そ
の
突
破
口
も
、
新
し
い
切
り
口
と
そ
の
所
以
も
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
予
感
が

す
る
。

以
下
、
各
論
考
の
要
旨
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

①　

今
井
久
代
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
見
つ
め
る
「
情な
さ
け

」」
は
、「
あ
は
れ
」
や
「
み
や
び
」
に
比
べ
て
微
温
的
情
愛
、ま
た
風
流
心
で
あ
る
「
な

さ
け
」
に
着
目
し
、
そ
の
用
例
の
多
さ
、
語
義
の
多
彩
さ
を
も
の
と
も
せ
ず
、
王
朝
文
学
作
品
に
お
け
る
用
法
の
特
色
を
も
確
認
し
た
う
え

で
、「
情
あ
り
」「
情
な
し
」
と
、
見
せ
る
、
見
ら
れ
る
問
題
、
場
面
の
対
人
関
係
に
お
い
て
呼
び
込
ま
れ
る
自
然
美
な
ど
と
絡
め
て
論
じ
た

も
の
で
、
と
り
わ
け
雨
夜
の
品
定
め
、
光
源
氏
の
対
六
条
御
息
所
の
情
動
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。

②　

工
藤
重
矩
氏
「
源
氏
物
語
の
本
文
校
訂
と
解
釈
」（
副
題
は
省
略
。
以
下
、
同
様
）
は
、
近
年
盛
ん
な
本
文
研
究
の
成
果
や
、
さ
ま
ざ
ま

な
伝
本
の
う
ち
の
あ
る
一
本
を
読
む
態
度
を
強
く
意
識
し
た
論
で
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
校
訂
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
、
大
島
本
の
み
に
よ

っ
て
本
文
を
立
て
る
こ
と
に
も
難
点
が
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
さ
ら
に
、
行
幸
巻
の
大
原
野
の
行
幸
の
条
を
例
に
挙
げ
、
准
拠

と
考
え
ら
れ
る
吏
部
王
記
の
逸
文
を
補
助
線
と
し
て
、
青
表
紙
本
系
・
河
内
本
系
・
別
本
の
間
や
青
表
紙
本
系
内
部
で
異
同
の
生
じ
た
諸
例
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三

か
ら
妹
朧
月
夜
尚
侍
へ
の
弘
徽
殿
の
継
承
の
ケ
ー
ス
で
、
源
氏
の
場
合
に
は
過
去
に
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
殿
舎
の
再
使
用
と
い
う
よ
う
に
描
き

分
け
ら
れ
、
源
氏
は
権
勢
志
向
を
望
ま
ず
、
そ
の
理
想
性
は
保
た
れ
て
い
る
と
す
る
。

⑥　

加
藤
昌
嘉
氏
「
改
め
て
「
浮
舟
」
巻
を
読
み
直
し
て
み
る
と
…
…
」
は
、
明
融
本
を
底
本
と
し
て
本
文
を
整
定
し
て
い
る
現
行
の
諸
注

釈
書
を
参
照
し
つ
つ
も
、
鎌
倉
期
写
本
で
あ
る
蓬
左
文
庫
本
に
よ
っ
て
浮
舟
巻
を
読
み
進
め
る
作
業
の
報
告
で
あ
る
。
あ
る
一
本
を
読
解
し

て
み
る
と
い
う
立
場
の
実
践
で
あ
る
が
、
明
融
本
に
は
論
文
の
範
囲
内
で
は
三
箇
所
の
脱
文
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
蓬
左
文
庫
本
に

も
脱
文
が
あ
り
他
本
を
も
っ
て
改
訂
し
て
読
む
べ
き
こ
と
、
明
融
本
「
い
と
あ
ま
り
な
る
人
の
か
た
み
と
て
、
さ
る
ま
じ
き
と
こ
ろ
に
、
た

び
ね
し
給
ら
む
こ
と
」
は
、
蓬
左
文
庫
本
「
い
と
あ
ま
り
、
な
き
ひ
と
の
か
た
み
と
て
、
さ
る
あ
ら
ま
し
き
と
こ
ろ
に
、
た
び
ね
し
た
ま
ふ

ら
ん
事
」
の
本
文
で
よ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
明
融
本
の
「
な
る
」
は
「
な
き
」
の
誤
写
、「
さ
る
ま
し
き
」
は
「
さ
る
あ

ら
ま
し
き
」
の
脱
字
か
、
な
ど
な
ど
を
指
摘
す
る
。
氏
の
立
場
に
つ
い
て
は
②
工
藤
論
文
に
、
工
藤
氏
の
立
場
に
つ
い
て
は
資
料
篇
の
高
田

解
題
に
言
及
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
底
本
の
選
定
や
本
文
の
整
定
を
め
ぐ
る
考
察
は
現
在
も
っ
と
も
ホ
ッ
ト
な
話
題
で
、
夢
の
競
演
が
実

現
し
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

「
は
し
が
き
」
か
ら
は
逸
脱
す
る
が
、
こ
こ
で
贅
言
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
本
文
研
究
が
新
し
い
段
階
へ
と
飛
躍
す
る
過
渡
期
に
あ
る
こ

と
が
見
え
か
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
青
表
紙
本
系
統
と
一
括
り
に
さ
れ
る
本
の
中
に
は
、（
鎌
倉
写
本
な
ら
）

青
表
紙
本
の
元
に
な
っ
た
本
か
こ
れ
に
近
い
あ
る
別
本
の
系
譜
に
立
つ
も
の
、
別
本
に
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
が
校
合
さ
れ
た
も
の
、
青
表

紙
本
系
統
の
末
流
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
、
ま
ず
は
内
部
を
小
グ
ル
ー
プ
化
し
、
小
グ
ル
ー
プ
間
の
関
係
や
系
統
別

が
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
ど
う
し
て
も
青
表
紙
原
本
を
復
元
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
可

能
に
な
る
の
か
、
新
た
な
手
立
て
が
編
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
感
じ
が
し
て
い
る
。

ま
た
現
象
的
に
は
、
新
し
い
本
文
論
・
読
解
論
を
唱
え
る
立
場
か
ら
旧
来
の
説
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
拠
を
問
う
て
、
原
理
的
に
相
容

れ
な
い
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
は
深
刻
で
、
物
語
創
造
の
現
場
に
立
ち
会
お
う
と
す
る
の
か
、
文

に
つ
き
考
察
を
加
え
、
誤
字
・
脱
字
の
訂
正
と
し
て
処
理
し
う
る
場
合
か
ら
、
誤
っ
た
本
文
へ
の
手
当
て
の
仕
方
、
吏
部
王
記
に
よ
り
近
い

本
文
を
ど
う
判
定
し
、
生
か
す
か
参
照
に
と
ど
め
る
べ
き
か
な
ど
、
校
訂
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
示
さ
れ
た
。

③　

今
野
鈴
代
氏
「「
添
え
ら
れ
た
一
文
」
が
語
る
も
の
」
は
、「
何
げ
な
く
添
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
…
見
落
と
し
が
ち
な
一
文
…
が
示
唆

す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
た
も
の
」
で
、
余
分
な
言
い
添
え
と
い
う
か
、
語
り
手
（
書
き
手
）
が
そ
れ
ま
で
の
描
写
や
説
明
か
ら
デ
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
し
た
部
分
が
問
題
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
葵
巻
の
、
葵
上
の
喪
に
服
す
源
氏
が
手
習
い
し
た
反
故
を
、「（
左
大
臣
が
）
目
を
お
し
し
ぼ

り
つ
つ
見
た
ま
ふ
を
、
若
き
人
々
は
、
悲
し
き
中
に
も
ほ
ほ
笑
む
あ
る
べ
し
」
や
、
行
幸
巻
の
、
玉
鬘
の
裳
着
の
腰
結
い
役
を
引
き
受
け
上

機
嫌
な
内
大
臣
に
つ
き
、
子
息
た
ち
の
供
人
た
ち
が
「
ま
た
い
か
な
る
御
譲
り
あ
る
べ
き
に
か
」
と
ひ
が
心
得
す
る
描
写
な
ど
、
全
部
で
十

場
面
を
取
り
上
げ
読
み
解
い
て
鑑
賞
を
深
め
、
そ
の
場
面
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
を
実
感
さ
せ
る
。

④　

高
木
和
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
」
は
、
作
中
人
物
論
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
古
典
的
鑑
賞
法
を
め
ぐ
り
、
改
め

て
物
語
の
方
法
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
試
み
で
、
作
中
人
物
の
対
照
性
や
非
自
立
性
と
視
点
人
物
の
介
在
を
読
み
取
る
べ
き
こ
と
、
内
面
描

写
の
物
足
り
な
さ
に
つ
い
て
も
別
の
あ
る
人
物
が
代
替
補
完
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
こ
と
、
女
性
群
像
に
は
個
別
的
な
差
異
も
存
在
す
る
が

類
型
的
な
系
譜
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
な
ど
を
引
き
出
し
、
源
氏
物
語
世
界
の
展
開
に
従
っ
て
見
て
い
く
と
そ
こ
に
変
奏
と
深
化
の
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
史
上
の
人
物
と
重
ね
合
わ
せ
る
准
拠
論
の
方
法
も
、
人
物
像
の
内
面
の
形
象
の
現
実
性
に
寄
与
し
て
お
り
、
人
物

の
登
場
の
さ
せ
方
に
お
い
て
も
後
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
過
去
に
遡
っ
て
小
出
し
に
事
情
を
詳
述
す
る
方
法
が
あ
っ
て
、
物
語
世
界
の
中
に

定
位
さ
れ
る
と
い
う
。

⑤　

栗
本
賀
世
子
氏
「
桐
壺
の
一
族
」
は
、
見
か
け
上
、
桐
壺
更
衣
─
光
源
氏
─
明
石
姫
君
と
主
人
公
一
族
が
三
代
に
わ
た
っ
て
桐
壺
を
独

占
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
史
上
の
専
有
の
例
と
比
較
考
察
し
、
殿
舎
の
直
接
的
な
継
承
に
は
、
祖
父
摂
政
兼
家
が
淑
景
舎
を

直
盧
と
し
、
父
道
隆
を
経
て
、
東
宮
居
貞
親
王
妃
と
な
っ
た
娘
原
子
に
譲
ら
れ
た
例
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
一
族
の
権
力
と
拠
点
を
維

持
す
る
目
的
と
、
帝
や
東
宮
の
御
座
所
の
近
く
に
娘
や
妹
・
姪
を
据
え
る
優
遇
策
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。
こ
れ
に
合
致
す
る
の
は
姉
大
后
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合
語
の
部
分
を
除
く
梗
概
部
分
が
『
十
帖
源
氏
』
と
も
古
筆
断
簡
と
も
酷
似
し
、
三
者
の
本
文
が
異
本
関
係
に
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
、
祖

本
と
な
る
梗
概
書
の
成
立
が
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑩　

小
町
谷
照
彦
氏
「
平
安
文
学
享
受
史
の
一
端
」
は
、
手
元
に
収
集
さ
れ
た
、
源
氏
物
語
に
も
と
づ
く
も
の
を
中
心
と
し
た
近
世
・
近
代

の
「
遊
戯
関
連
資
料
の
紹
介
な
ど
」（
副
題
）
を
試
み
た
も
の
で
、『
源
氏
か
る
た
絵
合
』「
小
型
木
版
画
源
氏
物
語
」
な
ど
の
ほ
か
、投
扇
興
・

双
六
・
カ
ル
タ
・
百
人
一
首
関
連
の
も
の
に
つ
き
、
時
に
解
説
に
も
及
ぶ
。
氏
に
は
『
絵
と
あ
ら
す
じ
で
読
む
源
氏
物
語
』（
新
典
社
、
平
成

十
九
年
）
が
あ
っ
て
、「
日
本
人
は
歌
と
絵
で
古
典
教
養
を
身
に
付
け
て
き
た
」（
あ
と
が
き
）
と
し
て
、
近
世
後
期
の
古
典
啓
蒙
書
に
も
と

づ
き
、「『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
百
人
一
首
』、
和
歌
三
神
・
二
歌
聖
・
六
歌
仙
・
三
十
六
歌
仙
、
三
夕
の
歌
・
近
江
八
景
の
歌
・
六

玉
川
の
歌
」
を
挙
げ
、
源
氏
物
語
の
場
合
、「
源
氏
物
語
香
図
引
歌
」
の
類
が
入
門
書
で
、
つ
い
で
啓
蒙
的
な
梗
概
書
に
進
む
と
い
う
享
受

の
裾
野
を
明
ら
か
に
し
、
渓
斎
英
泉
『
源
氏
物
語
絵
尽
大
意
抄
』
を
紹
介
解
説
し
て
い
た
。

小
町
谷
照
彦
氏
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
逝
去
さ
れ
た
。
三
代
集
ま
た
物
語
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現
の
研
究
を
推
進
さ
れ
、

王
朝
文
学
理
解
に
欠
か
せ
な
い
編
著
書
を
編
ん
で
お
ら
れ
る
。
本
論
文
が
絶
筆
と
な
っ
た
。
謹
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。

⑪　

伊
井
春
樹
氏
「
白
井
鐵
造
『
紫
式
部
』
成
立
の
背
景
」
は
、
宝
塚
歌
劇
の
作
家
、
演
出
家
と
し
て
知
ら
れ
る
白
井
鐵
造
の
作
品
『
紫
式

部
』（
昭
和
四
十
一
年
）
に
つ
き
、
昭
和
三
十
八
年
に
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
り
「
世
界
の
偉
人
」
に
紫
式
部
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
や
当
時
の
学
界
の

研
究
状
況
と
い
っ
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
白
井
が
受
け
取
っ
た
宝
塚
の
大
先
達
小
野
晴
通
か
ら
の
三
通
の
コ
メ
ン
ト
の
手
紙
と

挿
入
歌
の
原
稿
を
紹
介
し
、
作
品
執
筆
ま
で
に
三
案
も
の
腹
案
が
往
き
来
し
た
跡
を
た
ど
っ
た
後
、
一
応
の
完
成
を
見
た
ガ
リ
版
刷
り
の
台

本
に
も
な
お
削
除
、
補
入
な
ど
の
あ
る
こ
と
ま
で
を
見
わ
た
し
た
も
の
。
執
筆
に
と
り
か
か
っ
て
か
ら
初
日
ま
で
一
箇
月
も
な
か
っ
た
と
い

う
の
は
驚
異
で
あ
る
。

資
料
篇
に
は
、
高
田
信
敬
氏
に
よ
る
「
伝
冷
泉
為
相
筆　

源
氏
物
語
須
磨
付
帚
木
残
簡　

解
題
・
翻
字
」
を
収
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

当
該
書
は
鶴
見
大
学
図
書
館
の
所
蔵
に
な
る
。
解
題
で
は
、
詳
細
な
書
誌
的
事
項
を
記
載
す
る
ほ
か
、
表
紙
が
同
意
匠
で
あ
る
僚
巻
が
知
ら

化
史
的
な
書
承
・
享
受
の
場
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
な
の
か
、
古
典
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
ど
と
い
う
難
問

が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
本
文
研
究
の
現
状
認
識
へ
の
反
省
が
出
発
点
に
あ
っ
て
、
ま
だ
文
化
史
的

な
評
価
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
っ
て
は
、
双
方
そ
れ
ぞ
れ
に
方
法
面
で
の
窮
屈
な
縛
り
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
う
え
で
、
各
自

が
あ
え
て
立
場
を
変
え
て
往
き
来
し
な
が
ら
橋
渡
し
す
る
方
策
を
模
索
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
諸
本
論
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

と
し
て
の
感
想
を
書
き
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑦　

神
田
龍
身
氏
「『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
巻
・
断
章
」
は
、
若
菜
上
・
下
巻
に
見
え
る
紫
の
上
の
二
度
の
手
習
の
言
葉
と
六
条
御
息
所
と

お
ぼ
し
き
物
の
怪
の
言
葉
と
の
間
に
一
つ
の
論
理
的
脈
絡
を
認
め
、
こ
れ
ら
が
源
氏
が
係
わ
っ
た
多
く
の
女
た
ち
の
集
合
的
無
意
識
の
表
象

と
し
て
あ
る
の
に
、
こ
れ
に
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
し
な
い
源
氏
像
を
お
さ
え
た
後
、
物
語
の
言
葉
と
い
う
外
部
が
登
場
人
物
た
ち
の
自

己
発
見
の
媒
介
物
と
な
っ
て
い
る
第
二
部
の
世
界
に
押
し
広
げ
て
、
受
け
身
的
主
人
公
像
と
し
て
の
源
氏
が
定
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ

る
。
若
菜
巻
を
剔
抉
す
る
氏
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
論
理
の
視
点
は
、
柏
木
の
恋
文
や
明
石
入
道
の
遺
言
書
、
朱
雀
院
に
と
っ
て
の
女
三
宮
、

編
年
体
の
時
間
進
行
や
源
氏
四
十
の
賀
事
な
ど
の
読
み
を
も
貫
く
迫
力
を
も
っ
て
い
る
。

⑧　

倉
田
実
氏
「
裳
を
着
け
た
尼
姿
の
女
三
宮
」
は
、
副
題
に
「『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
鈴
虫
㈠
」
段
か
ら
」
と
あ
る
と
お
り
、
そ
こ
に
描
か

れ
た
女
性
を
女
三
宮
と
確
認
し
、
場
面
の
状
況
を
読
み
解
い
た
も
の
で
あ
る
。
出
家
と
は
仏
の
弟
子
に
な
る
こ
と
で
、
仏
の
前
で
正
装
す
る

尼
装
束
と
し
て
は
、
貴
族
女
性
の
正
装
で
あ
る
裳
唐
衣
の
唐
衣
の
代
わ
り
に
袈
裟
を
着
た
こ
と
、
裳
に
も
女
性
用
の
裳
と
僧
の
裳
の
別
が
あ

っ
た
こ
と
、
頭
巾
も
一
具
で
あ
る
こ
と
を
貴
族
の
漢
文
日
記
な
ど
に
よ
り
指
摘
し
、
源
氏
物
語
で
も
衣
配
り
の
段
の
空
蝉
用
の
「
聴
色
な
る

（
裳
）」、
横
川
僧
都
が
出
家
す
る
浮
舟
に
着
さ
せ
た
「
わ
が
御
上
の
衣
（
法
服
の
袍
と
裳
）、
袈
裟
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
。

⑨　

高
田
信
敬
氏
「
梗
概
書
の
変
容
」
は
伝
下
冷
泉
持
為
筆
四
半
切
一
葉
の
、
梗
概
書
と
お
ぼ
し
き
梅
枝
巻
末
尾
と
藤
裏
葉
巻
冒
頭
の
二
面

を
紹
介
し
、
ツ
レ
の
梅
枝
巻
冒
頭
も
掲
げ
た
後
、
書
写
の
形
式
か
ら
寺
本
直
彦
氏
蔵
伝
後
土
御
門
院
筆
『
十
帖
源
氏
』（
玉
鬘
十
帖
の
み
の
残

欠
本
）
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
説
に
賛
意
を
表
し
、
新
た
に
、
九
曜
文
庫
本
伝
猪
苗
代
兼
載
筆
『
源
氏
一
部
抜
書
』
の
連
歌
の
付

は　

し　

が　

き
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……………

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
が
原
表
紙
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
考
察
し
、
本
文
に
つ
い
て
は
大
島
本
と
の
異
同
、
青
表
紙
本

群
内
で
の
親
疎
、
ま
た
河
内
本
系
本
文
と
の
重
な
り
を
見
晴
ら
し
て
、
青
表
紙
本
群
の
中
の
孤
立
本
文
と
い
っ
て
も
別
本
の
本
文
を
伝
え
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
河
内
本
系
の
本
文
と
見
ら
れ
て
い
る
が
別
本
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
従
来
の
三
分

類
間
に
お
け
る
異
同
の
把
握
に
つ
い
て
は
常
に
見
な
お
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
。
諸
本
論
に
一
石
を
投
じ
た
も

の
な
の
で
、
一
言
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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