
◉平曲平家物語問答

T1

は
じ
め
に
　
　

　

鈴
木
の
行
っ
た
「
一
部
平
家
を
め
ざ
し
て
」注
１ （「
一
部
平
家
」
と
は
、
平
家
物
語
を
平
曲
・
平
家
琵
琶
で
物
語
順
に
す
べ
て

語
る
こ
と
）
に
対
し
て
、
藤
田 

注
２ 

が
個
人
的
な
動
機
で
記
録
し
て
、
四
回
に
分
け
て
私
に
く
だ
さ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
貴
重
な

記
録
で
あ
り
、
参
考
、
考
究
す
べ
き
意
見
が
満
載
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
取
り
上
げ
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
藤
田
メ
モ

に
対
し
、
私
が
さ
さ
や
か
な
答
案
を
作
成
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。

　

藤
田
は
、
横
浜
国
立
大
学
卒
業
（
卒
論
で
『
平
治
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
由
）
後
、
横
浜
市
立
小
学
校
教
諭
と
し
て
児
童
育
成

に
携
わ
っ
て
来
た
。
彼
女
い
は
く
「
平
家
日
録
」（
私
は
「
閻
魔
帳
」
と
呼
ん
で
い
た
が
）
は
、
私
の
毎
回
の
平
曲
に
関
し
て
、

物
語
の
内
容
を
摘
記
し
、
演
誦
の
実
態
（
巧
拙
に
関
す
る
批
評
）
を
記
し
、
そ
の
時
そ
の
時
に
う
か
ぶ
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
も
記

す
と
い
う
、ま
こ
と
に
多
彩
な
も
の
で
あ
る
が
、こ
の
「
問
答
」
に
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、か
な
り
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
な
お
藤
田
は
、
私
の
「
一
部
平
家
を
め
ざ
し
て
」
が
始
ま
る
前
は
、
ほ
と
ん
ど
平
曲
・
平
家
琵
琶
に
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
年
四
ヶ
月
の
間
に
、
今
井
勉
検
校
、
橋
本
敏
江
師
の
〈
語
り
〉
を
Ｃ
Ｄ
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
な
ど
で
視
聴
し
、

平

曲

平

家

物

語

問

答
鈴
　
　
木
　
　
孝
　
　
庸

藤
　
　
田
　
　
郁
　
　
子
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ほ
か
の
演
奏
者
の
実
演
に
も
接
す
る
機
会
が
あ
り
、
こ
の
世
界
の
実
情
に
詳
し
く
な
っ
た
。
し
か
も
も
と
も
と
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎

に
通
じ
て
い
て
、
こ
の
観
点
か
ら
の
知
見
が
随
所
に
披
露
さ
れ
て
い
る
。　

　

以
下
、藤
田
日
録
か
ら
の
引
用
は
、教
科
書
体
に
し
、取
り
上
げ
る
問
題
に
は
、傍
線
を
施
し
た
。鈴
木
の
答
案
は
、明
朝
体
に
し
た
。

　

ま
た
、譜
本
の
引
用
は
、特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
尾
㟢
家
本『
平
家
正
節
上
巻
・
下
巻
』（
一
九
七
四
。
大
学
堂
書
店
）に
よ
っ
た
。

　

第
一
問
答　
　

…
「
カ
デ
ン
ツ
ァ
」
を
起
点
に
し
て
。

　

藤
田　
　

第
12
回
…
平
成
28
年
７
月
２
日
（
土
） 

晴　

暑　

「
大
納
言
死
去
」　

俊
寛
と
康
頼
と
成
経
が
い
よ
い
よ
鬼
界
が
島
へ
流
さ
れ
る
。
鬼
界
が
島
の
住
人
―
―
色
黒
う
し
て
牛
の
ご
と
し
っ
て
ひ
ど
い
。
し
づ

が
山
田
～
〈
三
重
〉　

文
の
ま
と
ま
り
か
ら
い
え
ば
、
鬼
界
が
島
の
先
住
民
の
描
写
の
途
中
か
ら
曲
節
〈
三
重
〉
に
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
話
の
内
容
と

音
声
表
現
は
一
致
し
な
い
。
内
容
で
〈
三
重
〉
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
な
。
先
生
、
琵
琶
の
絃
の
音
を
直
し
な
が
ら
演
奏
。
結
構
琵
琶
が
な
く
て

も
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
ふ
う
む
結
構
琵
琶
が
な
く
て
も
語
り
は
聞
け
る
も
ん
だ
。
浄
瑠
璃
の
三
味
線
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
演
奏
技
法
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
カ
デ
ン
ツ
ァ
の
よ
う
な
独
奏
腕
の
見
せ
所
も
な
い
よ
う
な
の
で
。
本
日
は
梅
雨
の
晴
れ
間
で
暑
い
。
…
…　

　

藤
田　
　

第
17
回　

平
成
28
年
11
月
５
日
（
土
）   

「
少
将
都
還
」　
〈
三
重
〉
が
３
回
出
て
く
る
。
…
…
成
経
と
康
頼
が
都
に
帰
っ
て
く
る
。
父
成
親
は
殺
さ
れ
て
い
る
が
、
都
へ
の
途
中
で
、
成
親
が
流
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
立
ち
寄
っ
て
し
の
ぶ
。
だ
ん
だ
ん
と
い
う
か
、
や
っ
と
と
い
う
か
、〈
三
重
〉
の
前
の
琵
琶
の
手
が
わ
か
っ
て
き
た
。
後
世
の
長
唄

清
元
な
ど
で
も
、
男
の
人
の
高
い
声
は
聞
か
せ
ど
こ
ろ
。
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
い
え
ば
三
味
線
は
場
伴
奏
に
終
わ
ら
ず
、
三
味
線
の
名
人
芸
的
な
カ
デ
ン

ツ
ア
的
な
部
分
が
あ
る
の
で
す
が
、
琵
琶
は
な
い 

。
長
い
鹿
ケ
谷
事
件
の
終
盤
。
成
経
の
鎮
魂
の
場
面
で
涙
。
本
日
は
秋
晴
れ
。
秋
ら
し
い
青
空
に
雲
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一
つ
な
く
風
も
な
い
。
校
庭
も
し
ー
ん
。
始
ま
る
前
に
聞
こ
え
て
い
た
ブ
ラ
バ
ン
も
聞
こ
え
な
く
な
る
。
カ
ー
テ
ン
越
し
に
日
が
差
し
込
み
ほ
っ
こ
り

暖
か
く
な
る
。　

…
…　

　

鈴
木　
　

　
「
話
の
内
容
と
音
声
表
現
は
一
致
し
な
い
。
内
容
で
〈
三
重
〉
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
な
。」  

こ
の
問
題
も
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。〈
三さ

ん
じ
ゅ
う重〉

と
文
章
表
現
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
前
『
平
曲
と
平
家
物
語
』（
二
○
○
七
。
新
潟
大
学
人
文
学
部
研
究
叢
書
２
。
知

泉
書
館
）第
二
部
第
一
章
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、御
指
摘
の
箇
所
は
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
曲
で
は
時
々
、

お
や
っ
と
思
わ
れ
る
曲
節
付
け
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
第
四
問
答
で
、
曲
節
の
性
格
、
曲
節
の
特
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
す
。

　

こ
こ
で
は
「
カ
デ
ン
ツ
ァ
」
関
連
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

結
論
を
先
に
言
い
ま
す
と
、
平
曲
・
平
家
琵
琶
で
、「
カ
デ
ン
ツ
ァ
」
に
相
当
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
せ
っ
か

く
の
話
題
で
す
の
で
、
そ
の
こ
と
の
範
囲
を
か
な
り
自
由
に
広
げ
て
み
た
場
合
の
こ
と
を
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、私
の
「
カ
デ
ン
ツ
ァ
」
理
解
で
す
が
、西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
で
、ピ
ア
ノ
協
奏
曲
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
な
ど
、オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
独
奏
楽
器
に
よ
る
演
奏
曲
の
、
お
も
に
第
一
楽
章
の
終
わ
り
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
を
止
め
て
、

独
奏
楽
器
が
数
分
間
単
独
で
腕
前
を
誇
示
す
る
箇
所
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
独
奏
者
の
即
興
的
挿
入

演
奏
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
あ
た
り
に
な
る
と
、
作
曲
者
が
そ
の
部
分
を
作
曲
し
て
し
ま
っ
た
り
、
後
世
の
独

奏
者
の
作
曲
が
あ
っ
て
後
人
が
利
用
し
た
り
と
、
即
興
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
独
奏
者
の
技
量
の
披
露
の
箇
所

と
い
う
こ
と
は
残
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
注
３　
　
　

　

ま
た
、
日
本
音
楽
（
古
典
邦
楽
）
で
、
藤
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
私
に
は
体
験
の
記
憶
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
曲き

ょ
く
び
き弾

」
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と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。　

　

そ
も
そ
も
平
曲
で
は
、
器
楽
演
奏
と
し
て
の
琵
琶
演
奏
が
と
て
も
わ
ず
か
で
、
琵
琶
を
「
伴
奏
に
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、
実
際
に
は
声
の
表
現
と
琵
琶
の
奏
演
が
同
時
に
進
行
す
る
の
は
、
稀
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
で
す
。
い
く
つ
か
あ
る

曲
節
で
も
、
間
奏
（
間
の
手
）
と
し
て
弾
く
の
は
、
声
〈
語
り
〉
の
進
行
の
音
の
確
認
の
た
め
で
す
。
し
か
し
、
琵
琶
な
し
で
は

語
り
を
進
め
る
こ
と
は
、
不
可
能
と
言
っ
て
い
い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
注
４ 

平
曲
で
は
、
琵
琶
は
、
語
り
を
大
き
く
地
盤
と
し

て
支
え
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
カ
デ
ン
ツ
ァ
」
を
、
独
奏
者
の
技
藝
の
「
腕
の
見
せ
所
」
だ
っ
た
り
「
即
興
性
」
だ
っ
た
り
と
把
握
す
る
と
、
平
曲
に
は
な

い
の
で
す
が
、
か
な
り
規
定
を
緩
や
か
に
し
て
、
聴
き
手
に
対
す
る
平
曲
な
り
の
工
夫
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
る
の
も
、
平
曲

の
あ
り
方
を
捉
え
る
上
で
悪
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
長
い
〈
も
の
が
た
り
〉
の
中
で
の
、
ほ

ん
の
少
し
の
箇
所
で
の
工
夫
で
す
。　

①　

意
外
な
感
じ
を
与
え
よ
う
と
す
る
工
夫
・
技
巧　

　

そ
の
一
…
〈
呂り

ょ

〉。
演
誦
の
音
楽
的
な
流
れ
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
（
短
く
転
調
）、
聴
き
手
に
お
や
っ
と
思
わ
せ
る
（
か
ど
う
か

は
、
聴
き
手
に
よ
り
け
り
で
し
ょ
う
か
ら
確
言
で
き
ま
せ
ん
が
、
昔
、
橋
本
敏
江
師
の
演
誦
を
聴
い
た
西
洋
古
楽
専
門
の
Ｔ
先
生

が
、〈
呂
〉
を
感
心
な
さ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。）
よ
う
な
効
果
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
出
て
く
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
奈
須
与
市
」
で
の
、
与
市
が
扇
の
的
に
向
か
っ
て
の
場
面
で
、

　
　
…
何
れ
も
〳
〵
は
れ
な
ら
ず
と 

呂 

い
ふ
事
な
し 

与
市 

下
音 

目
を
ふ
さ
い
で 

南
無
八
幡
大
菩
薩
…　

　
　
…
風
少
し 

吹
弱
つ
て 

あ
ふ
ぎ
も 

射
よ
げ
に
こ
そ 

呂 

成
に
け
れ 

与
市 

下
音 

か
ぶ
ら
を
取
て
つ
が
ひ
…　
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と
い
う
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。

　

そ
の
二
…〈
走

は
し
り

三さ
ん

重じ
ゅ
う〉。こ
れ
も〈
語
り
〉の
流
れ
の
中
で
、ほ
ん
の
一
節
と
い
う
程
度
で
出
て
く
る
も
の
で
す
。但
し
、ど
の
句(

ど

の
曲)
で
も
出
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
容
と
の
関
係
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
奈
須
与
市
」
で
の
、
命
中
し
た
扇
の
的
が
翻
る
描
写
で
す
。

　　
…
ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
ッ
た
る 

か
ぶ
ら
は
海
に
入
り
け
れ
ば 

あ
ふ
ぎ
は
空
へ
ぞ
上
り
け
る 

春
風
に 

走
三
重 

一
も
み 

二
も
み
…

こ
の
前
後
の
曲
節
は
〈
拾ひ
ろ
い〉

で
、
基
本
の
音
は
琵
琶
の
第
三
絃
第
四
柱
（
仮
に
黄
鐘
Ａ
と
す
れ
ば
）
で
す
が
、
傍
線
部
の
み
、
基

本
音
が
第
四
絃
第
五
柱
（
平
調
Ｅ
で
）
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
音
（
黄
鐘
ａ
）
に
も
あ
が
り
ま
す
の
で
、
こ
の
傍
線
部
〈
走

三
重
〉
の
と
こ
ろ
だ
け
、
前
後
の
調
子
よ
り
一
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
音
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
聴
き
手
に
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
奈
須
与
市
」
の
ほ
か
に
は
、「
競
」「
木
曽
最
期
」
な
ど
に
〈
走
三
重
〉
が
あ
り
ま
す
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
康
頼
祝
詞
」

の
〈
読
物
〉
本
体
の
「
祝
詞
」
の
中
に
も
〈
走
三
重
〉
が
出
て
き
ま
す
。

　
…
瀧
口
の
骨
法
忘
れ
じ
と
や 

走
三
重 

鷹
の
羽
て 

作
だ
り
け
る
…　
（
競
）

　
…
散
々
に
射
け
れ
ど
も 

走
三
重
甲 

鎧
好
け
れ
は 

上 

裏
か
ゝ
ず
…　
（
木
曽
最
期
）

　
…
忍
辱
の
衣
を
か
さ
ね 

走
三
重
甲 

覚
道
の 

花
を
さ
ゝ
げ
て
…　
（
康
頼
祝
詞
）
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い
ず
れ
も
、
音
域
は
〈
三
重
〉
の
〈
甲
〉
と
同
じ
な
の
で
す
が
、
前
後
は
〈
拾
〉
の
音
域
で
、〈
走
三
重
〉
の
と
こ
ろ
だ
け
、

跳
ね
上
が
る
か
の
よ
う
な
高
音
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
の
三
…
カ
ラ
ス
撥ば

ち

。
平
曲
の
琵
琶
そ
の
も
の
の
奏
演
は
、
ご
く
短
く
、
曲
節
の
開
始
部
か
、
間
の
手
で
弾
く
の
だ
と
い
う
こ

と
は
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
節
で
決
ま
っ
た
琵
琶
の
手て

（
こ
の
こ
と
を
「
撥ば
ち

」
と
も
呼
ぶ
の
で
す
が
）
が
あ
り
ま
す
。「
カ

ラ
ス
撥
」
と
い
う
手
は
、「
口
説
撥
」
と
「
指
声
撥
」
の
変
形
で
、〈
口
説
〉
と
〈
指
声
〉
が
〈
折
声
〉
の
後
に
出
て
来
る
時
に
「
カ

ラ
ス
撥
」
を
弾
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
正
式
な
手
を
「
も
ど
く
」
よ
う
な
手
と
言
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
説
明
が

難
し
い
の
で
、
こ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。

②　

即
興
性　

　

そ
の
一
…
「
こ
と
ば
」
の
変
更
。
平
曲
は
、
平
家
物
語
の
「
こ
と
ば
」
を
表
現
・
伝
達
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
か
ら
、
意
図
的

に
「
こ
と
ば
」
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
て
、
即
興
的
に
「
こ
と
ば
」
を
変

え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
、わ
ず
か
で
す
が
、意
図
的
に
「
こ
と
ば
」
を
変
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
祝
言
」「
こ

と
ほ
ぎ
」
と
い
う
、
藝
能
上
の
必
要
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

平
家
物
語
卷
第
一
「
我
身
栄
花
」
は
、
平
清
盛
の
子
、
孫
が
、
清
盛
の
お
か
げ
で
栄
花
を
誇
っ
た
こ
と
を
語
る
一
句
で
す
が
、

こ
の
中
に
、
清
盛
の
娘
の
栄
花
に
関
連
し
て
、「
藤
原
成
範
は
、
桜
を
こ
と
の
ほ
か
愛
好
し
て
、
桜
の
寿
命
を
天
照
太
神
に
祈
っ

た
と
こ
ろ
、
神
の
感
応
が
あ
り
、
七
日
で
散
る
桜
が
三
七
日
（
21
日
）
に
延
び
た
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。〈
中
音
〉
で
語

り
ま
す
。
こ
の
部
分
を
特
に
取
り
出
し
て
「
桜
の
中
音
」
と
い
う
呼
び
名
で
、
お
め
で
た
い
一
節
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
独
立
さ
せ
て
「
祝
言
曲
」
に
す
る
だ
け
で
も
、
格
別
な
扱
い
で
す
が
、
さ
ら
に
「
こ
と
ば
」
を
変
え
た
り
し
ま
す
。「
桜

の
中
音
」
の
末
尾
の
こ
と
ば
は
、　
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…
花
も
こ
ゝ
ろ
あ
り
け
れ
は 

廿
日
の
よ
は
ひ
を
保
け
り　

と
あ
る
の
で
す
が
、
譜
本
に
は
「
廿
日
の
」
を
言
い
換
え
て
「
久
し
く
」
と
い
う
こ
と
ば
が
併
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
東

大
・
青
洲
文
庫
『
平
家
正
節
』
に
は
、
欄
外
に
書
き
入
れ
が
あ
り
ま
す
。（
三
省
堂
刊
の
影
印
本
で
は
不
鮮
明
で
す
。）

　
此
中
音
斗
ヲ
語
ル
ニ
ハ
廿
日
ト
云
ヲ 

久
し
く
よ
わ
ひ
を
た
も
ち
け
り　

「
桜
の
中
音
」
だ
け
を
語
る
時
に
は
、「
廿
日
の
よ
わ
ひ
を
」
を
「
久
し
く
よ
わ
ひ
を
…
」
と
語
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

よ
う
な
「
祝
言
」
に
関
わ
る
「
こ
と
ば
の
言
い
換
え
」
は
、
他
に
も
あ
り
ま
す
。
平
忠
盛
が
亡
く
な
っ
て
清
盛
が
跡
を
継
い
だ
と

い
う
箇
所
で
、
忠
盛
の
「
死
」
を
言
わ
ず
「
世
を
譲
っ
た
」
と
の
言
い
換
え
、
源
頼
政
が
反
平
家
に
動
い
た
結
果
滅
ん
で
し
ま
っ

た
の
だ
と
批
判
す
る
の
を
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
う
例
が
あ
り
ま
す
。　

　
…
年
五
十
八
に
て
失世

を
ゆ
づ
り
給
ひ
し
か
ば
ト
モ

給
ひ
し
か
ば 

清
盛
嫡
男
た
る
に
よ
つ
て
其
跡
を
つ
ぐ
…　
（
卷
第
一
「
鱸
」）　

…
我
身
三
位
し
て 

丹
波
の
五
箇
の
庄 

若
狭
の
東
宮
川
を 

知
行
し
て 
さ
て
お
は
し
ぬ
べ
き
人
の 

由
な
き
謀
反
お
こ
し
て 

宮
を
も
う
し
な
ひ
奉
つ
り 

我
身
も
子
孫
も 

ほ
ろ
び
ぬ
る
こ
そ 

う
た
て
け
れ　
（
卷
第
四
「
鵺
」）

※　

東
大
・
青
洲
文
庫
『
平
家
正
節
』
の
「
鵺
」
末
尾
の
欄
外
に
「
祝
儀 
東
宮
川
を
知
行
し
て
お
は
し
ま
し
け
り
と
そ
う
け
た
ま
は
る
」
と　
　
　
　

あ
り
ま
す
。　
　

線
部
の
頼
政
批
判
を
語
ら
な
い
よ
う
な
処
理
で
す
。

　

そ
の
二
…
「
曲
節
」
の
変
更
。「
こ
と
ば
」
の
伝
誦
に
関
し
て
厳
密
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
、
こ
と
ば
に
当
て
嵌
め

る
曲
節
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
但
し
、
即
興
的
に
変
え
る
の
で
は
な
く
、
譜
本
の
中
に
変
換
の
候
補
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
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「
替か
え

節ぶ
し

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
平
曲
と
平
家
物
語
』
第
一
部
第
二
章
で
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

平
曲
で
は
こ
と
ば
の
内
容
に
応
じ
て
曲
節
の
配
分
が
あ
り
ま
す
が
、
時
に
は
、
内
容
に
密
着
す
る
こ
と
の
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

一
句
全
体
の
構
成
と
い
う
点
か
ら
の
曲
節
配
分
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
部
分
的
に
内
容
に
密
着
す
る
曲
節
に
替
え
た
り
す

る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
「
馬
上
の
組
み
討
ち
」
の
場
面
を
、
淡
々
と
し
た
〈
口
説
〉
で
扱
う
の
が
本
来
の
曲
節
付
け
（
本ほ

ん

節ぶ
し

）

と
な
っ
て
い
る
の
に
、
替
節
は
、
合
戦
も
の
に
よ
く
使
わ
れ
る
〈
拾
〉
で
扱
う
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
す
。

　

即
興
的
に
曲
節
を
変
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
初
期
成
立
『
西
海
餘
滴
集
』
に
、
注
意
が
あ
り
ま
す
。

…
時
の
し
ほ
に
よ
り
、
座
敷
の
興
に
乘
し
て
、
中
音
を
三
重
に
用
ひ
、
さ
し
聲
を
初
中
と
な
し
、
聲
し
ほ
る
れ
は
い
つ
れ
の
節
を
も
し
ら
聲
に
用
ひ
、

竪
横
に
語
り
く
つ
す
事
、
間
々
あ
る
事
也
。（
古
典
文
庫
109
。
38
頁
）　

そ
の
時
々
の
語
り
の
場
の
雰
囲
気
で
、
曲
節
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
伝
え
て
い
ま
す
。
現
代
で
は
ま
ず
そ
う
い
う
こ
と
は

出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。
右
に
記
さ
れ
た
例
を
、
譜
本
を
も
と
に
考
え
ま
す
と
、「
い
つ
れ
の
節
を
も
し
ら
聲
に
」
は
、
比
較
的

た
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、「
中
音
を
三
重
に
」
は
、
や
や
難
し
く
、「
さ
し
聲
を
初
中
と
な
し
」
は
、
か
な
り
の
難
度
だ
と
思
い

ま
す
。
昔
の
琵
琶
法
師
が
、
い
か
に
平
家
物
語
の
こ
と
ば
と
曲
節
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る

記
述
で
す
。
字
面
に
と
ら
わ
れ
ず
、
平
家
物
語
の
こ
と
ば
が
確
実
に
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
て
、
曲
節
の
「
型
」
を
会
得
し
て

い
れ
ば
、「
竪
横
に
」
そ
の
場
に
合
っ
た
語
り
が
出
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
但
し
、『
西
海
餘
滴
集
』
は
、
右
の
記

述
の
前
後
で
、
曲
節
の
即
興
的
な
変
換
に
は
、
適
不
適
の
判
断
が
必
要
で
下
手
な
変
換
は
師
匠
の
名
を
汚
す
も
の
だ
と
か
、
変
換

し
た
と
し
て
も
「
本
の
平
家
」
に
戻
っ
て
収
め
る
こ
と
が
大
事
だ
と
戒
め
て
い
ま
す
。
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第
二
問
答　
　

…
「
平
曲
の
声
」　

…
…
「
表
声
」「
裏
声
」

　

藤
田　
　

第
44
回　

平
成
30
年
３
月
31
日
（
土
）

「
宇
佐
行
幸
」　
「
名
虎
」
の
残
り
→
「
緒
環
」
の
は
じ
め
に
つ
な
が
る
。
昨
日
ま
で
九
州
に
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
平
家
は
九
州
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
九
州
に
都
を
作
っ
て
、
南
北
朝
で
は
な
い
が
、
政
権
を
作
れ
な
か
っ
た
の
か
。
鎌
倉
に
比
べ
て
平
野
は
広
い
し
、
文
化
も
栄

え
て
い
た
は
ず
。
逆
に
独
自
の
文
化
が
あ
り
、
平
家
に
は
協
力
す
る
に
は
、
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
？
で
は
鎌
倉
時
代
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
。
頼
朝
に
は

服
従
し
た
の
？　

荻
の
葉
む
け
の
夕
嵐
～
〈
三
重
〉　

今
日
は
声
が
良
く
響
い
て
い
ま
す
。
先
日
清
元
の
Ｔ
Ｖ
を
見
て
い
ま
し
た
。
清
元
も
、フ
ァ
ル
セ
ッ

ト
で
な
く
、
地
声
で
高
音
を
出
し
て
歌
う
も
の
で
、
平
家
の
三
重
に
通
じ
ま
す
。
昔
、
清
元
志
寿
太
夫
が
高
齢
な
の
に
、
と
て
も
高
い
声
を
き
れ
い
に

響
か
せ
て
出
し
て
い
た
の
に
、
感
心
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
声
変
わ
り
す
る
ず
っ
と
前
か
ら
高
い
声
を　

地
声
で
出
す
訓
練
を
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。
努
力
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
生
ま
れ
つ
き
の
声
の
資
質
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。　

　

さ
て
九
州
の
旅
行
の
帰
り
に
、
壇
ノ
浦　

赤
間
神
社
で
お
参
り
を
し
て
き
ま
し
た
。
盲
僧
琵
琶
が
こ
わ
れ
た
ま
ま
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
芳

一
の
像
の
前
で
は　

筑
前
琵
琶
と
思
わ
れ
る
演
奏
が
流
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
残
念
！　
　

…
…　

「
緒
環
」　

先
生
念
入
り
に
調
絃
。
絃
を
新
し
く
し
た
そ
う
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
絃
の
加
減
で
華
や
か
な
感
じ
に
な
り
ま
し
た
。

３
メ
ー
ト
ル
の
大
蛇
。
よ
く
あ
る
異
類
婚
？　

し
か
し
巨
人
症
で
大
き
く
な
り
、
化
け
物
扱
い
さ
れ
岩
屋
に
住
ん
で
い
た
人
間
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
九
州
二
島
。
な
ぜ
強
い
武
士
や
統
率
者
が
育
た
な
か
っ
た
の
か
な
。
藤
原
純
友
く
ら
い
か
な
。
頼
朝
が
九
州
に
流
さ
れ
て
い
た
ら
…
…　

　

鈴
木　
　

　

平
曲
の
声
の
こ
と
で
す
が
、お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
声
変
わ
り
す
る
前
か
ら
鍛
錬
を
す
る
の
が
本
筋
の
よ
う
で
す
。

現
在
の
盲
人
の
平
曲
伝
承
者
・
今
井
勉
検
校
は
、
幼
い
時
に
始
め
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
現
在
の
晴
眼
の
男
性
の
平
曲
伝
承
者
で
、
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声
変
わ
り
前
か
ら
始
め
て
い
る
人
は
、
た
ぶ
ん
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
〈
三
重
〉
が
、
平
曲
で
最
も
高
い
音
域
を
使
う
曲
節
で
、
聴
い
て
違
和
感
を
覚
え
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。〈
三
重
〉

の
う
ち
の
特
に
〈
甲
〉
と
指
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
発
声
が
難
し
く
、
と
も
す
れ
ば
声
が
続
か
な
か
っ
た
り
、
変
に
ひ
っ
く
り
返

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。〈
三
重
〉だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、使
用
音
域
は〈
三
重
〉よ
り
は
低
い
け
れ
ど
、平
曲
の
基
本
の
曲
節
の〈
中

音
〉
の
と
こ
ろ
で
も
、
同
様
の
危
険
が
待
ち
構
え
て
い
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
平
曲
の
声
の
基
本
は
「
表
声
」
で
あ
る
こ
と

は
、『
追
増
平
語
偶
談
』（
一
八
三
四
成
立
）
が
丁
寧
に
注
意
し
て
い
ま
す
。（
古
典
文
庫
109
。
127
頁
～
）
た
だ
し
、〈
入
り
〉
と

い
う
墨
譜
（

）
―
あ
る
一
音
字
を
、
六
律
（
四
度
）
上
げ
て
八
律
（
五
度
）
下
げ
る
の
が
基
本
―
の
発
声
で
、
つ
い
裏
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
に
触
れ
て
、『
追
増
平
語
偶
談
』
で
は
、「
平
曲
は
一
切
裏
聲
を
つ
か
は
ず
表
の
み
也
。
入
時
裏
へ
廻
る

樣
な
れ
ど
も
、
是
も
裏
へ
臨
む
ば
か
り
也
と
心
得
べ
し
」（
濁
点
は
鈴
木
）
と
い
う
今
枝
榮
濟
の
こ
と
ば
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

以
下
は
、
私
の
個
人
的
な
体
験
披
露
で
す
が
、
東
京
の
橋
本
師
に
私
が
入
門
し
た
の
は
32
歳
の
時
で
、
そ
れ
ま
で
に
洋
で
あ
れ

和
で
あ
れ
声
楽
の
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
身
体
的
素
質
も
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

私
は
、
平
曲
「
研
究
」
の
た
め
に
、
梶
原
正
昭
先
生
の
後
押
し
を
い
た
だ
き
、
橋
本
師
の
と
こ
ろ
に
参
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
、

橋
本
門
下
は
、
音
楽
大
学
の
学
生
、
謡
の
素
養
の
あ
る
人
な
ど
、
音
楽
的
環
境
に
い
た
方
々
ば
か
り
で
し
た
。
私
は
、
藝
能
の
道

に
進
む
の
で
は
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
文
献
だ
け
に
よ
る
研
究
で
は
い
け
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
し

た
し
、
橋
本
師
も
、
出
来
る
だ
け
機
会
が
あ
る
な
ら
ば
（
私
の
場
合
、「
解
説
」
も
行
う
こ
と
が
条
件
で
も
あ
り
ま
し
た
が
）
人

前
で
語
る
こ
と
を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
の
準
備
も
し
な
け
れ
ば
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
入
門
二
年
目
の

33
歳
の
四
月
に
新
潟
大
学
に
赴
任
し
、
ま
も
な
く
琵
琶
も
田
村
晧
司
さ
ん
作
製
の
を
入
手
し
ま
し
た
の
で
、
大
学
の
一
番
大
き
な

教
室
（
400
人
）
の
空
き
時
間
を
利
用
し
て
お
稽
古
独
習
を
続
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
教
室
だ
と
無
人
の
場
合
か
な
り
残
響
が

あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
お
稽
古
場
所
を
変
え
、
声
が
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
（
音
声
が
吸
わ
れ
る
よ
う
な
、
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演
誦
会
場
な
ら
ば
最
悪
の
）
教
室
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
視
聴
覚
教
室
（
200
人
）
が
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
な
の
で
、
空
き

時
間
を
利
用
し
て
声
を
出
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
入
門
か
ら
数
え
て
40
年
過
ぎ
ま
し
た
が
、
発
声
問
題
も
、「
裏
声
」
に
「
の
ぞ

む
ば
か
り
」
程
度
で
お
さ
ま
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

第
三
問
答　
　

…
「
晴
眼
者
の
平
家
語
り
」
…
暗
譜
、
暗
誦
は
？　

　

藤
田　
　

第
52
回　

平
成
30
年
７
月
28
日
（
土
）　

本
日
台
風
接
近
中　

に
つ
き　

拝
聴
者
６
名　

「
頸
渡
」　

前
週
は
こ
れ
ま
で
の
記
録
を
抜
く
、
４
１
．
１
℃
の
気
温
。
猛
暑
を
通
り
越
し
て
危
険
な
暑
さ
。
激
暑
？　

歴
史
あ
る
祇
園
祭
り
も
今
年
は

史
上
初
め
て
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
緊
急
連
絡
用
の
ス
マ
ホ
な
ど
の
携
帯
を
許
可
し
た
と
か
。
盆
地
の
京
都
は
暑
い
と
い
う
が
、
平
家
の
こ
ろ
は
こ
れ
ほ
ど

で
は
な
か
っ
た
の
か
な
。
温
度
計
が
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
今
年
は
台
風
も
多
く
、
な
ん
と
東
か
ら
西
に
逆
走
す
る
初
め
て
の
台
風
が
。
天
変

地
異
。
広
島
岡
山
で
は
水
害
で
山
崩
れ
、
河
川
の
氾
濫
。
京
都
で
も
大
雨
で
渡
月
橋
が
流
さ
れ
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
水
量
。
そ
の
昔
、
い
や
つ
い
明
治

の
こ
ろ
ま
で
は
天
気
予
報
な
ん
て
な
い
か
ら
、
急
に
風
雨
が
強
く
な
り
、
大
風
や
川
の
増
水
。
台
風
な
ん
て
恐
怖
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
だ
け
予

報
を
し
て
い
て
も
被
害
が
出
る
の
だ
か
ら
。
…
…　

維
盛
、
重
衡
両
方
と
も
三
位
の
中
将
。
前
句
の
小
宰
相
、
こ
の
句
の
維
盛
の
妻
、
心
配
す
る
姿
は
、
戦
の
場
面
の
中
の
、
花
的
な
存
在
？　

平
家
の
女

性
た
ち
は
い
ず
れ
も
悲
し
い
。
源
氏
の
女
性
は
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。
巴
は
女
傑
だ
っ
た
け
れ
ど
。

　

疑
問　

先
生
は
暗
譜
と
い
う
か
、
暗
唱
と
い
う
か
、
は
し
な
い
の
で
す
か
？　

暗
唱
で
語
る
の
と
、
見
な
が
ら
語
る
の
と
、
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

維
盛
は
愛
に
生
き
る
こ
と
に
決
心
し
、
屋
島
を
抜
け
出
す
。　
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鈴
木　
　

　

ま
ず
、「
暗
譜
」「
暗
唱
」
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

ａ
、語
り
手
（
演
誦
者
）
の
視
覚
能
力
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
、平
曲
、平
家
語
り
が
、「
書
か
れ
た
（
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
）

テ
キ
ス
ト
」
の
復
誦
の
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ｂ
、
盲
人
演
誦
者
な
ら
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
暗
唱
が
前
提
だ
が
、
晴
眼
演
誦
者
だ
と
テ
キ
ス
ト
（
譜
本
）
を
見
な
が
ら
演
誦
す
る

だ
け
で
い
い
の
か
。

と
い
う
二
つ
で
す
。

　
ａ
は
、A

.B
.Lord

の
『The Singer of Tales

』（1960

）
の
日
本
へ
の
紹
介
な
ど
と
関
係
し
て
、「oral com

position

」
に
あ
ら

ず
ん
ば
「
口
語
り
」
に
あ
ら
ず
と
い
う
観
点
か
ら
、
平
曲
は
「
口
語
り
」
で
は
な
い
と
否
定
的
に
評
価
す
る
方
向
の
議
論
へ
と
進

み
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

藤
田
さ
ん
の
質
問
は
、
ｂ
の
観
点
で
、
私
が
す
る
の
か
ど
う
か
と
の
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
能
の
謡
な
ど
が
本
番
で
は
暗
唱
で

行
う
こ
と
も
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、「
私=

鈴
木
」
の
こ
と
で
は
な
く
、晴
眼
演
誦
者
一
般
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、こ
の
こ
と
が
、橋
本
師
と
の
お
稽
古
中
に
、

話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
橋
本
師
の
師
・
館
山
甲
午
は
、
晴
眼
者
は
譜
本
を
見
ず
に
（
暗
譜
で
）
語
っ
て
は
い
け
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
記
憶
が
不
確
か
な
部
分
が
あ
り
、
そ
の
時
「
な
ぜ
？
」
と
う
か
が
わ

な
か
っ
た
の
は
い
た
ら
ぬ
こ
と
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
仕
来
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
盲
人
演
奏
者
に
対
す
る
敬
意
に
絡

ん
で
い
る
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
拝
聴
し
た
範
囲
で
は
、
橋
本
師
が
暗
譜
で
平
曲
演
奏
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
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そ
れ
で
、私
自
身
も
暗
譜
暗
唱
を
し
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、実
は
、一
回
だ
け
暗
譜
暗
唱
を
行
っ

て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平
成
24
年
11
月
18
日（
日
）に
解
説
と
演
奏
の
機
会
が
あ
り
、二
句
語
る
予
定
の
う
ち
の「
奈
須
与
市
」

を
暗
譜
暗
唱
で
行
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
65
歳
。
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
、な
に
し
ろ
や
っ
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。

準
備
は
、
い
つ
も
の
空
教
室
で
の
お
稽
古
の
ほ
か
私
宅
で
も
語
っ
て
み
ま
し
た
。
テ
キ
ス
ト
を
間
違
え
な
い
か
ど
う
か
、
第
三
者

に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
聴
い
て
い
た
家
内
は
「
や
め
た
方
が
い
い
」
と
の
感
想
、「
…
（
こ

れ
ま
で
の
譜
本
を
見
な
が
ら
の
演
誦
と
ち
が
っ
て
）
こ
と
ば
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
な
る

ほ
ど
と
も
思
い
ま
し
た
。

　

た
ぶ
ん
今
で
も
国
語
教
育
の
場
で
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
中
学
生
の
時
、
有
名
古
典
の
有
名
箇
所
の
暗

唱
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が
み
ん
な
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、そ
う
い
う
場
合
「
丸
暗
記
」

が
普
通
で
、
意
味
な
ど
お
構
い
な
し
に
覚
え
る
場
合
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
い
き
お
い
か
な
り
の
速
度
で
一
気
に
終
わ
り
ま
で
口

に
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
家
内
の
感
想
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　

　

し
か
し
、
私
は
反
対
を
押
し
切
っ
て
実
行
し
ま
し
た
。（
た
ま
た
ま
こ
の
時
の
会
は
、
別
の
事
情
も
絡
ん
で
、
聴
衆
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

私
自
身
の
実
験
に
利
用
し
て
も
い
い
と
判
断
で
き
る
会
で
し
た
）
出
来
栄
え
に
関
し
て
は
、
聴
衆
の
反
応
の
記
憶
が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
の
で
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
が
、た
だ
ひ
と
つ
記
憶
し
て
い
る
の
は
、「
奈
須
与
市
」
の
中
間
ぐ
ら
い
、扇
の
的
に
向
か
う
〈
三
重
〉

鎌
倉
時
代
の
語
り

　
　南
北
朝
時
代
の
語
り

　
　室
町
時
代
の
語
り

　
　江
戸
時
代
の
語
り

　
　麻
岡
検
校

　
　
　津
軽
の
殿
様
の
伝
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　館
山
宣
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　津
軽
藩
士
の
伝
承

　
　楠
美
太
素

　
　館
山
漸
之
進

　
　館
山
甲
午

　
　橋
本
敏
江

　
　鈴
木
孝
庸
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よ
り
は
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、〈
三
重
〉
の
途
中
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
テ
キ
ス
ト
の
記
憶
が
途
切
れ
て
、
一
瞬

空
白
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、す
ぐ
元
に
も
ど
り
そ
の
あ
と
は
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
名
古
屋
の
検
校
た
ち
が
「
絶
句
」

と
呼
ん
で
恐
れ
る 

注
５  

こ
と
を
、
私
も
体
験
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
は
、
暗
譜
暗
唱
で
行
お
う
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
私
自
身
が
一
番
大
事
だ
と
、
い
ま
思
っ
て
い
る
の
は
、
譜
本
を
見
な
が
ら
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
見
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
し
ょ

う
が
、
平
家
物
語
の
こ
と
ば
を
し
っ
か
り
と
、
発
声
、
伝
達
、
表
現
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
注
意
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
注
意
云
々
の
次
元
よ
り
さ
ら
に
高
次
元
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
段
階
で
は
注
意
配

慮
訓
練
を
第
一
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

演
劇
や
朗
読
な
ど
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
目
で
字
を
見
て
声
に
す
る
と
、
そ
の
「
字
の
こ
と
ば
」
を
発
す
る
こ

と
が
出
来
た
と
思
っ
て
し
ま
う
落
と
し
穴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
以
前
、
あ
る
中
学
校
の
国
語
の
授
業
で
「
敦
盛
最
期
」
を
取
り

上
げ
る
か
ら
と
招
か
れ
て
、
私
の
演
奏
を
披
露
し
た
り
、
授
業
参
観
を
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
の
体
験
で
す
が
、

教
師
が
生
徒
に
教
科
書
の
本
文
（
こ
の
場
合
、
平
家
物
語
「
敦
盛
最
期
」）
を
朗
読
さ
せ
る
と
、
ぼ
そ
ぼ
そ
読
み
あ
げ
て
お
わ
り

と
い
う
の
も
い
て
、教
師
は
同
じ
教
科
書
（「
敦
盛
最
期
」
の
テ
キ
ス
ト
）
を
「
見
て
い
ま
す
」
か
ら
、読
み
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、

そ
れ
で
終
わ
り
と
な
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。〈
平
家
語
り
〉
の
場
合
の
、
譜
本
と
演
誦
者
の

関
係
を
、
う
ま
く
表
せ
ま
せ
ん
が
、
次
の
よ
う
に
図
示
し
て
み
る
と
、　　
　
　
　

　
　
　
　

声
を
出
す
者　

―　

テ
キ
ス
ト　

―　

声
（
テ
キ
ス
ト
）
を
聴
く
者　
　

　
　
　
　
　
　

Ａ               　

 

Ｂ　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ　

の
関
係
が
、「
Ａ
―
Ｂ
」
の
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。〈
平
家
語
り
〉
の
場
合
、「
Ｂ
―
Ｃ
」
の
関
係
が
も

つ
と
も
大
事
で
、
Ａ
は
補
助
的
な
役
割
だ
と
、
私
は
考
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
体
験
を
〈
平
家
語
り
・
平
曲
〉
に
置
き
換
え
て
み
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る
な
ら
、「
譜
本
」
を
「
見
て
」「
語
っ
て
」
い
る
者
も
、
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　

　

右
の
関
係
は
、
私
が
現
在
考
え
る
に
は
、
こ
れ
も
う
ま
く
図
示
出
来
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

　
　
　
　

声
を
出
す
者 

 

　
　
　
　
　
　

Ａ　
　
　
　
　

テ
キ
ス
ト　

―　

声
（
テ
キ
ス
ト
）
を
聴
く
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

Ｂ　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ 

ま
た
は
、

　
　
　
　

テ
キ
ス
ト　

―
…　
　

声
を
出
す
者　
　

 

…
―　

声
（
テ
キ
ス
ト
）
を
聴
く
者

　
　
　
　

    

Ｂ 
  　

　
　
　

 

Ａ
（
媒
介
） 

　
　
　
　
　
　
　

Ｃ

と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
の
が
、目
標
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。〈
平
家
語
り
〉
は
、演
誦
者
に
と
っ
て
は
、「
傳
へ
承
る
」
こ
と
（
平

家
物
語
の
こ
と
が
ら
。
平
家
物
語
の
こ
と
ば
。）
を
、何
世
代
に
も
、何
百
年
何
千
年
に
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
の
人
々
に
「
伝
達
す
る
」

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
途
遠
し
で
あ
る
こ
と
は
、
横
浜
翠
嵐
高
校
で
の
「
一
部
平
家
」
に
お
つ
き
あ
い
下
さ
っ
た

藤
田
さ
ん
も
、
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
四
問
答　
　

…
「
曲
節
と
役
割
」
…
役
と
声
の
変
化
、
声
の
個
性　

　

藤
田　
　

第
47
回　

平
成
30
年
５
月
12
日
（
土
）　

「
小
朝
拝
」　

本
日
よ
り
巻
９
。
覚
一
本
テ
キ
ス
ト
な
ど
と
違
っ
て
「
小
朝
拝
」
の
句
を
独
立
。
今
日
は
何
し
ろ
長
丁
場
。
覚
悟
の
開
始
。
は
じ
め
は
琵

琶
の
音
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
が　

会
場
（
二
階
の
会
議
室
）
の
せ
い
も
あ
る
の
か
な
。
…
…
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「
生
食
」　
〈
拾
〉の
前
の
琵
琶
の「
て
」が
い
つ
に
な
く
力
強
い
。
い
よ
い
よ
義
経
範
頼
軍
対
木
曾
の
闘
い
。
給
う
て
ん
げ
れ
が
面
白
い
。
京
の
人
々
に
と
っ

て
馬
を
め
ぐ
る
梶
原
、
佐
々
木
そ
し
て
先
陣
争
い
は
面
白
く
映
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
注　

私
が
以
前
勤
め
て
い
た
、
小
机
駅
近
く
の
小
学
校
の
学
区
の

中
に
馬
頭
観
音
が
あ
り
、
生
食
の
墓
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
平
家
と
の
戦
い
が
終
わ
っ
て
、
こ
こ
で

余
生
を
過
ご
し
た
の
か
な
。
こ
ん
な
伝
説
は
各
地
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
て
今
日
は
宇
治
川
と
木
曾
最
後
―
１
５
０
分
。
気
合
を
入
れ
て
聴

き
に
来
る
―
つ
も
り
で
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
図
ら
ず
も
熱
の
出
な
い
風
邪
を
、
こ
の
期
に
及
ん
で
ひ
い
て
し
ま
い
、
体
調
は
十
分
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
何
せ
３
月
の
寒
さ
か
と
思
う
と
真
夏
日
と
い
う
暑
さ
。
激
し
い
気
象
変
化
。
さ
す
が
の
あ
っ
ち
ゃ
ん
も
今
日
は
風
邪
で
欠
席
。
…
…

　

や
は
り
合
戦
の
部
分
は
声
を
張
る
。
自
然
に
そ
う
な
る
よ
う
に
記
号
が
付
け
て
あ
る
の
か
な
。
今
ま
で
も
そ
う
で
す
が　

平
曲
で
は
役
ご
と
に
声
を

変
え
た
り
し
な
い
ん
で
す
ね
。
梶
原
の
単
純
な
腹
立
ち
に
対
し
て
、
佐
々
木
の
受
け
答
え
が
、
さ
す
が
と
い
う
か
、
面
白
く
て
、
い
つ
も
に
ん
ま
り
し

て
し
ま
う
。
い
つ
の
時
代
に
も　

カ
ー
ッ
と
血
が
上
る
人　

そ
れ
を
正
面
か
ら
ぶ
ち
当
た
ら
ず
に
す
る
っ
と
受
け
流
し　

笑
っ
て
ご
ま
か
せ
る
人
。
現

代
で
も
Ｔ
Ｖ
に
出
て
く
る　

面
白
い
人
間
模
様
。
平
家
の
簡
潔
な
書
き
っ
ぷ
り
の
中
に　

垣
間
見
え
る
人
間
描
写
が
魅
力
で
あ
る
。
…
…　

　

鈴
木　
　
　

　
「
役
」
と
「
声
」
の
問
題
で
す
が
、
固
定
し
て
い
る
の
は
「
和
歌
」
で
す
。
和
歌
を
扱
う
の
は
〈
歌う

た

〉（〈
上か
み

歌う
た

〉〈
下し
も

歌う
た

〉〈
曲
き
ょ
く

歌う
た

〉
の
三
種
類
）
と
い
う
曲
節
で
、〈
歌
〉
は
和
歌
以
外
に
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

次
に
固
定
的
な
の
は
「
今
様
」
で
す
。
平
曲
で
は
（
語
り
も
の
系
平
家
物
語
で
は
）「
今
様
」
の
歌
詞
が
き
ち
ん
と
引
用
（
物

語
内
で
歌
わ
れ
る
）
さ
れ
る
の
は
、
全
四
首
で
す
が
、
三
首
は
〈
三
重
〉、
一
首
は
〈
中
音
〉
で
歌
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、〈
三
重
〉

や
〈
中
音
〉
は
、「
今
様
」
に
特
化
さ
れ
た
曲
節
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
や
こ
み
入
っ
た
説
明
に
な
り
ま
す
が
、

　
「
今
様
」
を
〈
三
重
〉
で
扱
う
場
合
は
、
歌
詞
が
終
わ
れ
ば
曲
節
〈
三
重
〉
も
終
わ
り
、

　
「
今
様
」
を
〈
中
音
〉
で
扱
う
場
合
は
、
歌
詞
が
終
わ
っ
て
も
曲
節
〈
中
音
〉
は
終
わ
ら
ず
、
地
の
文
に
続
い
て
い
く
、
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と
な
っ
て
い
ま
す
。「
今
様
」
と
〈
三
重
〉
の
関
係
は
、「
和
歌
」
と
〈
歌
〉
の
関
係
に
近
い
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。　

　
「
役
」
と
「
声
」（
曲
節
）
と
の
関
係
で
、
固
定
な
い
し
固
定
的
な
の
は
以
上
で
す
が
、
む
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
固
定
的
で
な
い
か
、

曲
節
が
「
役
」
に
特
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
平
曲
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
平
家
物
語
の
こ
と
ば
・
表
現
は
、
語
り
主
体
の

こ
と
ば
、
情
景
叙
景
描
写
、
作
中
人
物
の
い
で
た
ち
、
作
中
人
物
の
発
話
、
古
典
文
言
の
引
用
、
仏
典
文
言
の
引
用
、
な
ど
多
種

で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
に
対
応
で
き
る
曲
節
は
、〈
口
説
〉
と
〈
中
音
〉
で
す
。〈
口
説
〉
は
、
昔
か
ら
〈
平
家
語
り
・
平
曲
〉

の
根
幹
だ
と
言
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
私
は
〈
中
音
〉
も
同
様
に
〈
語
り
〉
の
根
幹
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
役
」
と
「
声
」
の
問
題
は
、
も
し
平
曲
を
演
劇
と
し
て
利
用
す
る
と
し
た
場
合
、
登
場
人
物
の
発
話
が
、
平
曲
そ
の
ま
ま
に

独
立
さ
せ
て
使
え
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
、
平
曲
の
〈
平
家
語
り
〉
の
あ
り
方
が
理
解
で
き
る
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
簡

単
に
は
舞
台
化
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、「
木
曽
最
期
」
の
登
場
人
物
の
発
話
で
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
、木
曽
義
仲
と
今
井
兼
平
が
再
会
し
て
の
会
話
で
す
。〈
折
聲
〉は
、切
々
た
る
心
情
発
話
表
現
に
よ
く
使
わ
れ
る
曲
節
で
す
。

　
　

 

指
聲　

木
曾
殿 

今
井
が
手
を
把ト

ヲ
ツて

宣
ひ
け
る
は

折
聲　

義
仲 

六
條
河
原
に
て
い
か
に
も
成
べ
か
り
し
か
ど
も 

汝
が
行
衛
の
覚
束
な
さ
に 

多
く
の
敵カ

タ
キに

後
を
見
せ
て
是
ま
て
遁
れ
た
る
は
い

か
に 

と　

宣
へ
は 

口
説 

今
井
の
四
郎
申
け
る
は

御
諚
誠
に
か
た
じ
け
な
ふ
候 

兼
平
も
勢
田
に
て
討
死
仕
へ
う
候
ら
ひ
し
か
と
も 　

御ン

行
衛
の
覚
束
な
さ
に 

多
く
の
敵
に
後
を
見
せ
て
是
ま

て
遁
れ
参
ッ
て
候 

と　

　
　

 

下
ケ　

申
け
れ
は 
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義
仲
の
こ
と
ば
は
〈
折
聲
〉
で
、
兼
平
の
返
答
は
〈
口
説
〉
で
と
、
括
弧
（「　

」）
で
括
っ
て
直
接
話
法
と
し
て
み
る
と
完
全
一

致
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
先
を
見
ま
す
と
、
義
仲
の
名
乗
が
出
て
き
ま
す
が
、
名
乗
や
、
強
い
調
子
の
物
言
い
（「
奈
須
与
市
」
で
、

与
市
を
叱
る
義
経
の
こ
と
ば
な
ど
）
に
よ
く
使
わ
れ
る
〈
甲
聲
〉
で
始
ま
り
ま
す
が
、発
話
部
分
＝
甲
聲
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
、

途
中
か
ら
〈
拾
〉
に
変
わ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
地
の
文
（
合
戦
描
写
）
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
す
。

　
　

 

口
説 

木
曾
殿 

其
日
の
装
束
に
は
…
…  

コ
ハ
リ
下　

鐙
蹈
張
立
上
り 

大
音
聲
を
揚
て　

 

甲
聲  

日ヒ
ゴ
ロ来

は
聞キ

ヽ

け
ん
物
を 

木
曾
の
冠
者 

今
は
見
る
ら
ん 

左
馬
の
頭
兼ケ

ン

伊
豫
の
守
朝
日
の
将
軍 

源
の
義
仲
ぞ
や　

  

拾   

甲
斐
の
一
條
の
次
郎
と
こ
そ
聞
け 

義
仲
討
ッ
て
兵
衛
の
佐
に
見
せ
よ
や 

と
て 

喚ヲ
メ

ひ
て
か
く 

一
條
の
次
郎
是
を
聞
ひ
て　

唯
今
名
乗
は
大
将
軍
ぞ
や 

餘
す
な
者
と
も 
漏
す
な
若
黨 

討
て
や 

と
て 

木
曾
を
中ナ

カ

に
取
篭
て 

我
討
取
ら
ん
と
ぞ
進
み
け
る 
…
…

　

兼
平
が
義
仲
自
害
の
援
護
の
た
め
、
敵
勢
の
目
を
引
き
付
け
よ
う
と
す
る
名
乗
も
、
同
じ
よ
う
な
曲
節
配
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。

兼
平
の
一
続
き
の
発
話
部
分
を
、〈
強（

甲
）聲
〉
で
始
め
て
、〈
口
説
〉
→
〈
半
コ
ハ
リ
下
〉
→
〈
拾
〉
と
変
化
さ
せ
て
、〈
拾
〉
が
兼

平
の
名
乗
の
終
わ
り
を
扱
っ
た
あ
と
合
戦
場
面
へ
と
続
け
て
い
く
の
で
す
。

今
井
の
四
郎 

取
ッ
て
返
し 

五
十
騎
斗
の
勢
の
中カへ
か
け
入　

コ
ハ
リ
下
ケ　

鐙
蹈
張
り
立
上
り
大
音
聲
を
あ
け
て

 

強
聲 

遠
か
ら
ん
人
は
音
に
も
聞
け 

近
く
は
目
に
も
見
た
ま
へ 

口
説 

木
曾
殿
の
乳
母
子
に 

今
井
の
四
郎
兼
平
と
て 

生
年
三
十
三
に
罷
成 
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去サ
ル

者
有
と
は 

鎌
倉
殿
ま
で
も
知
ろ
し
め
さ
れ  

半
コ
ハ
リ
下  

た
る
ら
ん
ぞ   

拾   

兼
平
討
ッ
て 

兵
衛
の
佐
殿
の 

御ン見
参
に
入
れ
よ
や 

と
て

射
残
し
た
る
八
筋
の
矢
を 

指
詰
引
つ
め
散
々
に
射
る
…
…　

勇
壮
な
名
乗
で
も
、
ま
る
ま
る
勇
壮
な
一
人
称
的
な
声
の
表
現
〈
強（
甲
）聲

〉
で
扱
わ
ず
、
第
三
者
的
な
声
の
表
現
の
〈
拾
〉
や
〈
口

説
〉〈
素
声
〉
で
受
け
継
い
で
い
く
の
で
す
。

　

さ
き
ほ
ど
例
を
挙
げ
た
〈
折
聲
〉
も
、
一
人
称
的
な
声
の
表
現
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
次
に
挙
げ
る
兼
平
の
こ
と
ば

は
、〈
強（

甲
）聲

〉
同
様
に
、
途
中
か
ら
曲
節
が
変
わ
り
ま
す
。

今
井
の
四
郎 

い
そ
ぎ
馬
よ
り
飛
ん
で
下
り 

主
の
馬
の
承ミ

ヅ

鞚ツ
キ

に 

下
ケ 

取
付 

涙ナ
ミ
ダを

は
ら
〳
〵
と 

ハ
ツ
ミ  

流
ひ
て

 

折
聲 

弓
矢
取
は 

年ト
シ
コ
ロ
ヒ
ゴ
ロ

来
日
来 
い
か
な
る
高
名
候
ら
え
ど
も 

最
期
に
不
覚
し
ぬ
れ
ば 

永
き
瑕キ

ツ

に
て
候
ふ
な
り 

御
身
も
疲
れ
さ
せ
た
ま
ひ
候
ら

ひ
ぬ 

御ン馬
も
弱
ッ
て
候
ら
ふ 

口
説 
味
方
に
續 

御ン勢
も
候
ら
わ
ね
は 

大
勢
に
押
へ
だ
て
ら
れ
て 

云イ
ウ

か
ひ
な
き
人 

郎
等
に
組
み
落
さ
れ
て 

御ン頭
取
ら
れ
さ
せ
た
ま
ひ
な
は 

此
日ヒ

ゴ
ロ来

日
本
國
に
鬼ヲ

ニ
カ
ミ神

と
聞
へ
さ
せ
た
ま
ひ
た
る
木
曾
殿
を
は 

何ナ
ニ
ガ
シ某

の
郎
等
の
討
奉マッ
た
り 

な
ん
ど 

申

さ
れ
ん
事 

口
惜
か
る
べ
し 

唯
あ
の
松
の 

中カ

へ
い
ら
せ
た
ま
ひ
て 

静
に 

御ン自
害
候
ら
え 

と 

申
け
れ
は
…
…　

 

　

こ
の
様
な
曲
節
配
分
を
見
ま
す
と
、
平
曲
の
語
る
平
家
物
語
世
界
に
あ
っ
て
は
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
動
す
る

の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
〈
語
り
主
体
。
演
誦
者
。〉
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
登
場

人
物
の
一
人
称
的
発
話
は
、
曲
節
と
し
て
直
接
話
法
的
に
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
語
り
手
の
三
人
称
的
物
語
磁
場
に
戻
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
が
、
一
人
称
的
に
物
語
世
界
に
入
り
込
む
余
地
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
木
曽
最
期
」
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か
ら
指
摘
し
て
置
き
ま
す
と
、
主
従
五
騎
に
な
っ
て
、
巴
が
戦
場
を
離
れ
、
手
塚
太
郎
が
討
ち
死
に
、
手
塚
別
當
が
戦
場
離
脱
の

後
、
義
仲
と
兼
平
の
主
従
二
騎
に
な
っ
て
の
場
面
、
義
仲
が
兼
平
へ
気
弱
な
訴
え
を
し
ま
す
。
こ
こ
も
〈
折
聲
〉
で
す
。　

 
初
重  
手
塚
の
太
郎
討
死
す 

手
塚
の
別
當
落
に
け
り

 

折
聲  
木
曾
殿 

今
井
の
四
郎 

唯
主
従
二
騎
に
な
つ
て
宣
ひ
け
る
は　

日ヒ
ゴ
ロ来

は
何
と
も
覚
ぬ
鎧
が 

け
ふ
は
重
う
な
つ
た
る
ぞ
や 

 

口
説  

今
井
の
四
郎
申
け
る
は
…
…　

 

　
　

部
「
日
来
は
何
と
も
覚
ぬ
鎧
が 
…
」
が
義
仲
の
こ
と
ば
で
す
が
、「
日
来
は
」
か
ら
〈
折
聲
〉
が
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
前
の
説
明
・
地
の
文
か
ら〈
折
聲
〉に
し
て
い
ま
す
。　　

部「
木
曽
殿 

今
井
四
郎 

唯
主
従
二
騎
に
な
つ
て 

宣
ひ
け
る
は
」は
、〈
口

説
〉
で
扱
う
の
が
順
当
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
語
り
主
体
の
語
る
対
象
へ
の
積
極
的
な
接

近
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

語
り
主
体
は
、
淡
々
と
物
語
世
界
を
伝
達
す
る
こ
と
が
基
本
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、
時
に
は
、「
感
情
移
入
」
的
な

傾
向
を
み
せ
る
曲
節
配
分
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
五
問
答　
　

…
「
平
曲
演
奏
会
と
聴
衆
」
…
平
家
物
語
と
語
り
手
と
聴
衆
と
。
…
古
典
藝
能
鑑
賞
の
前
提
？　

　

藤
田　
　

番
外
編　

平
成
30
年
５
月
19
日
（
土
）
…
「
平
家
の
都
落
ち
」
於 
両
国
、
江
島
杉
山
神
社
。　
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「
平
家
の
都
落
ち
」　

と
い
う
こ
と
で
巻
七
の
「
主
上
都
落
」
～
「
福
原
落
」
迄
８
句
を
４
夜
連
続
で
演
奏
す
る
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
私
と
鈴
木

敦
子
さ
ん
は
、
19
日
土
曜
日
に
伺
い
ま
し
た
。
両
国
は
国
技
館
で
大
相
撲
の
開
催
中
で
、
の
ぼ
り
旗
な
ど
に
ぎ
や
か
で
し
た
。
二
、三
度
江
戸
東
京
博
物

館
に
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
相
撲
の
開
催
中
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
に
ぎ
や
か
な
様
子
が
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
私
は
諸
事
情

で
集
合
時
間
に
45
分
も
遅
刻
し
て
し
ま
い
、
敦
子
さ
ん
と
巴
潟
と
い
う
ち
ゃ
ん
こ
や
さ
ん
で
、
人
生
初
め
て
の
ち
ゃ
ん
こ
鍋
を
い
た
だ
き
、
冷
酒
も
堪

能
し
た
う
え
で
、
夕
暮
れ
迫
る
江
島
神
社
に
到
着
し
ま
し
た
。
は
じ
め
は
床
几
に
座
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
が
畳
に
座
っ
て
演
奏
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
、私
も
畳
に
座
っ
て
、床
几
に
テ
キ
ス
ト
を
置
い
て
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。
や
は
り
演
奏
者
が
聴
衆
よ
り
低
い
の
は
ど
う
も
い
た
だ
け
な
い
。　

会
場
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
の
で
す
が
、
思
っ
た
よ
り
音
響
も
よ
く
、
い
つ
も
の
教
室
で
聴
く
平
家
と
は
ま
た
違
っ
た
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
誰
か

が
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
教
室
で
聞
く
と
、
授
業
み
た
い
な
、
大
学
の
講
義
み
た
い
な
感
じ
。
ホ
ー
ル
で
聞
い
た
り
、
神
社
で
聞
い
た
り
、

音
響
さ
え
悪
く
な
け
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
聞
い
て
み
る
の
も
ま
た
一
興
。
程
な
く
夜
の
と
ば
り
も
降
り
て
、
昼
間
聴
く
平
家
と

も
ま
た
違
う
趣
。
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
と
、
つ
い
つ
い
目
で
追
う
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
演
奏
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
、
内
容
を
理
解
す
る

と
い
う
よ
り
、
音
や
雰
囲
気
、
響
き
、
空
気
感
、
広
が
り
な
ど
も
味
わ
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
。
み
な
一
様
に
下
を
向
い
て
、
テ
キ
ス
ト
を
追
っ

て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
会
で
、
み
な
楽
譜
を
見
て
聴
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
歌
舞
伎
を
見
る
と
き
、
能
を
見
る
と
き
、
テ
レ
ビ
な
ら

字
幕
ス
ー
パ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
が
、
劇
場
で
は
、
な
く
て
も
み
ん
な
見
て
い
る
。
琴
の
演
奏
も
、
歌
が
入
っ
て
い
る
が
、
歌
詞
が
わ
か
ら
な
く
て

も
聞
い
て
い
る
。
さ
て
平
曲
は
？

　

藤
田　
　

第
66
回　

平
成
31
年
３
月
30
日
（
土
）　

い
よ
い
よ
最
終
回
の
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
初
回
よ
り
多
い
聴
衆
。
２
時
開
演
で
す
が
、
大
分
早
く
か
ら
み
な
さ
ん
続
々
と
集
ま
っ
て
、
２
時
に
は

50
人
を
超
え
る
聴
衆
。
一
部
平
家
達
成
見
届
け
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
校
長
挨
拶
、
い
つ
も
の
伝
達
。
本
日
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
は
、
先
生
の
お

好
き
な
「
老
馬
」。
聴
衆
が
多
い
と
、
当
然
で
す
が
音
が
吸
い
込
ま
れ
る
感
じ
が
強
い
で
す
ね
。



人文科学研究　第 148 輯◉

T22

「
六
道
」。
橋
本
先
生
の
Ｃ
Ｄ
を
思
い
出
す
始
ま
り
の
琵
琶
演
奏
で
す
。
Ｃ
Ｄ
は
さ
す
が
に
音
響
の
良
い
場
所
で
の
録
音
で
し
ょ
う
か
ら
、
さ
ら
に
幽
玄

な
感
じ
が
出
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
こ
の
琵
琶
の
弾
き
方
（
秘
曲
の
琵
琶
の
手
）
は
耳
で
覚
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
日
、
岩
波
旧
大
系
の
解
説
を
読

ん
で
〈
シ
ヲ
リ
口
説
〉
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
お
お
こ
れ
だ
っ
た
か
、と
納
得
。
ほ
と
ん
ど
が
〈
シ
ヲ
リ
口
説
〉。
ゆ
っ
く
り
し
た
感
じ
で
す
。　

　

漫
漫
た
る
波
の
上
に
て
～
〈
三
重
〉　　

声
は
い
ま
い
ち
で
す
が
、
久
し
ぶ
り
の
〈
三
重
〉、
い
つ
も
よ
り
た
っ
ぷ
り
な
感
じ
が
し
ま
す
。
去
ぬ
る
室

山
水
嶌
～
〈
白
聲
〉　　

壇
ノ
浦
の
二
位
の
尼
の
言
葉
。
男
た
ち
は
命
は
助
か
ら
な
い
が
、
女
は
殺
さ
ぬ
習
ひ
→
後
日
の
弔
い
を
。
安
徳
天
皇
の
入
水
場

面
は
詳
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
他
の
ど
ん
な
出
来
事
よ
り
女
院
の
心
に
悲
し
く
残
っ
て
い
る
か
ら
。
…
…　

10
分
休
憩　

後
ろ
を
振
り
返
る
と
さ
ら

に
聴
衆
が
増
え
て
い
ま
し
た
。
70
名
あ
ま
り　

「
御
往
生
」。「
六
道
」
と
同
じ
琵
琶
の
前
奏
〈
て
〉、　
「
六
道
」
よ
り
短
い
？　
〈
中
音
〉　

寂
光
院
の
鐘
の
声
―
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
を
意
識
し
て
呼
応

さ
せ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
今
日
は
３
月
30
日
。
明
後
日
昼
に
は
、
平
成
の
次
の
元
号
が
発
表
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
三
ツ
沢
の

桜
も
ほ
ぼ
満
開
。
何
と
も
こ
の
一
部
平
家
を
締
め
く
く
る
の
に
最
適
な
タ
イ
ミ
ン
グ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
５
年
か
か
る
か
10
年

か
か
る
か
、
と
は
じ
め
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
過
ぎ
て
み
る
と
３
年
半
、
み
じ
か
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
も
し
最
初
か
ら
３
年
半
で

66
回
と
決
ま
っ
て
居
た
ら
、少
し
聴
き
方
が
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。聴
衆
10
人
に
満
た
な
い
日
も
あ
り
ま
し
た
。暑
い
暑
い
日
。に
ぎ
や
か
な
日
。

チ
ャ
イ
ム
の
な
る
日
。
お
祭
り
の
通
る
日
。
台
風
接
近
の
日
。
は
じ
め
は
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
と
り
あ
え
ず
耳
で
聴
く
だ
け
で

は　

意
味
が
解
ら
な
い
の
で
古
典
文
学
大
系
を
目
で
追
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
眠
気
に
は
勝
て
ず
（
笑
）、
ど
う
し
た
ら
眠
ら
ず
に
い
ら
れ

る
か
と
い
う
対
策
で
メ
モ
を
書
き
だ
し
ま
し
た
。
疑
問
や
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
こ
と
、
自
分
の
感
想
な
ど
。
語
り
や
音
楽
は
今
で
こ
そ
録
音
で
き
ま

す
が
、そ
の
時
の
一
期
一
会
。
消
え
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
特
に
こ
の
頃
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、そ
の
時
そ
の
時
に
心
に
留
ま
っ
た
こ
と
を
、

書
き
留
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
か
な
り
生
意
気
な
内
容
、
失
礼
な
言
葉
も
多
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
す
の
で
、

ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
と
に
か
く
ス
タ
ー
ト
し
た
時
は
、
先
生
は
何
も
解
説
し
ま
せ
ん
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
演
奏
だ
け
で
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て
き

ま
し
た
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
知
り
た
い
こ
と
が
次
々
出
て
き
て
、
自
分
で
調
べ
た
り
、
グ
グ
っ
た
り
、
脳
ト
レ
に
も
な
り
ま
し
た
。
…
…　

論
文
や
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学
説
を
何
も
知
ら
な
い
、
素
朴
な
感
想
や
気
づ
き
を
、
書
き
留
め
て
み
ま
し
た
。

　

平
家
物
語
は
ま
あ
吉
川
英
治
の『
新
平
家
物
語
』く
ら
い
で　

本
当
に
全
文
を
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
那
須
与
一
」
や
「
宇
治
川
の
先
陣
」　

「
木
曾
の
最
後
」
な
ど
有
名
な
個
所
の
み
、
暗
記
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
す
が
。
今
回
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
て
、
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま

し
た
し
、
別
の
会
場
で
平
家
を
聴
く
と
き
、
あ
あ
あ
そ
こ
か
と
、
や
は
り
初
め
て
聞
く
時
よ
り
入
り
が
違
い
ま
す
。
先
人
た
ち
も
、
何
度
も
何
度
も
聴

く
う
ち
に
、
本
文
も
節
も
覚
え
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
「
桜
の
中
音
」
や
「
青
山
」
な
ど
、
名
調
子
の
部
分
は
覚
え
て
い
る
人
、
ひ
と
節
歌
え

る
人
も
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
○
○
検
校
の
「
竹
生
島
」
は
と
か
、○
○
検
校
の
「
老
馬
」
は
よ
か
っ
た
と
か
、そ
う
す
る
と
、は
じ
め
は
現
在
の
ニ
ュ
ー

ス
シ
ョ
ウ
の
よ
う
に
源
平
の
合
戦
を
伝
え
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
琵
琶
法
師
が
、
語
り
口
の
う
ま
さ
、
声
の
良
さ
、
歌
い
方
の
う
ま
さ
な
ど
が
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
オ
ペ
ラ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
オ
ペ
ラ
だ
っ
て
全
曲
演
奏
す
る
と
長
い
か
ら
、
有
名
な
ア
リ
ア
だ
け

が
演
奏
さ
れ
る
。
歌
舞
伎
も
通
し
狂
言
は
少
な
く
な
り
、忠
臣
蔵
の
祇
園
一
力
茶
屋
だ
け
と
か
、弁
天
小
僧
だ
け
と
か
。
で
も
通
し
で
上
演
す
る
と　

へ
ー

こ
ん
な
話
の
一
部
分
だ
っ
た
の
な
ん
て
、
ま
た
ま
た
脱
線
で
す
が
、
い
た
だ
い
た
「
平
家
語
り
と
聴
か
せ
ど
こ
ろ
」（
新
潟
大
学
「
人
文
科
学
研
究
」
第

144
輯
）
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
す
ご
く
納
得
し
ま
し
た
。
先
生
の　
「
断
じ
て
歌
い
た
く
な
い
」
と
い
う
お
話
。
橋
本
先
生
は
オ
ペ
ラ
歌
手
の
ほ
う

で
す
が
、
孝
庸
先
生
に
伝
承
を
託
し
た
の
に
は
、
オ
ペ
ラ
的
で
は
な
く
、
歌
い
す
ぎ
な
い
平
家
の
伝
承
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
な
ん
て
ま
た
生
意
気
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
一
つ
生
意
気
つ
い
で
に
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
の
が
、
こ
の
一
部
平
家
の
演
奏

を
聴
い
て
い
る
状
態
。
ま
あ
お
好
き
に
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、　

先
生
は
本
を
見
な
が
ら
演
奏
。
聴
衆
は
訳
本
ま
た
は
い
た
だ
い
た
プ
リ
ン
ト
を

じ
ー
っ
と
見
て
下
を
向
い
て
い
る
。
私
は
何
度
か
顔
を
上
げ
て
見
回
し
て
い
ま
す
が
、な
ー
ん
か
そ
れ
ぞ
れ
が
下
向
い
て
い
る
っ
て
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
。

自
分
を
含
め
て
、
目
か
ら
入
る
情
報
は
耳
か
ら
よ
り
早
い
〈
ふ
つ
う
は
反
対
〉
ど
ん
ど
ん
目
が
先
を
読
ん
で
し
ま
う
。
で
も
一
緒
に
声
を
出
し
て
い
る

と　

文
章
の
内
容
が
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
が
ジ
レ
ン
マ
で
す
。
今
井
検
校
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
の
よ
う
に
字
幕
ス
ー
パ
ー
が
出
れ
ば
い
い
の
か
な
。

解
決
せ
ず
に
、
一
部
平
家
は
終
了
（
笑
）。
す
み
ま
せ
ん　
　

…
…　



人文科学研究　第 148 輯◉

T24

　

鈴
木　
　

　

平
曲
の
演
奏
会
で
の
、
演
誦
者
と
聴
衆
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
、
藤
田
さ
ん
の
御
意
見
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
さ
ん
の
批
判
は
、
演
誦
者
と
聴
衆
双
方
に
向
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
批
判
と
い
う
よ
り
、
何
か
も
ど
か
し
い

思
い
、
藝
能
を
楽
し
ん
で
い
る
感
じ
が
な
い
こ
と
へ
の
い
ら
だ
ち
か
と
思
い
ま
す
。

　

晴
眼
の
演
誦
者
と
譜
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
三
問
答
で
記
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
譜
本
を
見
る
と
し
て
も
、
演
誦
者
が
聴

衆
を
正
面
か
ら
見
る
よ
う
な
形
に
す
べ
く
、
思
案
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
聴
衆
に
対
し
て
、
主
催
者
と
し
て
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
と
言
え
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
テ
キ
ス
ト
を
配
布
す
る
か
、
テ

キ
ス
ト
を
お
持
ち
に
な
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
し
か
手
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
歌
舞
伎
（
能
、
狂
言
も
？
）
は
、
イ
ヤ
フ
ォ

ン
ガ
イ
ド
と
い
う
手
を
使
っ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
弱
小
伝
統
藝
能
・
平
曲
で
は
、
と
て
も
出
来
な
い
こ
と
で
す
。

　

古
典
藝
能
に
対
す
る
伝
統
的
な
鑑
賞
方
法
は
、
な
ん
ら
か
の
手
順
で
内
容
を
把
握
し
た
上
で
実
演
の
場
に
臨
む
、
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
要
求
、
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。　

　

テ
キ
ス
ト
を
そ
の
場
で
見
ず
に
、
語
り
を
受
け
取
っ
て
も
ら
う
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
、
私
も
以
前
ち
ょ
っ
と

夢
想
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
人
形
浄
瑠
璃
そ
の
も
の
は
、
古
典
藝
能
と
し
て
確

か
な
形
、
伝
統
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
す
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
、
源
平
の
人
物
た
ち
の
人
形
を
あ
ら

た
に
作
っ
て
、
ど
な
た
か
が
操
り
、
語
り
は
平
曲
そ
の
ま
ま
で
行
う
と
い
う
や
り
方
が
出
来
な
い
も
の
か
と
ぼ
ん
や
り
考
え
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
に
向
か
っ
て
何
か
働
き
か
け
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
な
い
ま
ま
で
す
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
、
横
浜
翠
嵐
高
校
で
の

「
一
部
平
家
を
め
ざ
し
て
」
の
頃
に
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｔ
Ｖ
の
番
組
で
、落
語
の
一
話
一
話
を
落
語
家
が
咄
し
、人
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

画
面
で
は
、
俳
優
が
所
作
、
人
物
同
士
の
や
り
と
り
を
見
せ
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
落
語
の
こ
と
ば
と
平
曲
の
こ
と
ば
と

で
は
、
受
け
取
る
側
の
な
じ
み
の
度
合
い
が
違
い
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
あ
あ
こ
れ
だ
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
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質
問
の
終
わ
り
に　
　

…　

Ｑ
１　

Ｑ
２　
　

　

第
47
回　

平
成
30
年
５
月
12
日
（
土
）　

の
藤
田
日
録
の
中
に
、
質
問
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
お
答
え
し
ま
し
ょ
う
。　

Ｑ
１　

先
生
が
一
番
回
数
多
く
演
奏
し
て
い
る
句
は
な
ん
で
す
か

　

私
自
身
の
記
録
を
整
理
し
て
み
て
い
な
い
の
で
す
が
、「
奈
須
与
市
」
は
、
新
潟
大
学
赴
任
以
来
、
講
義
の
最
終
時
（
最
初
は

通
年
の
講
義
で
し
た
が
、
半
期
に
変
わ
り
ま
し
た
。）
の
終
わ
り
に
、
受
講
生
に
聴
い
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
し
、
公
民
館
な

ど
で
の
平
家
物
語
紹
介
で
も
、
一
番
わ
か
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
一
句
を
取
り
上
げ
る
の
が
多
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
次
は
、「
竹
生
嶋
詣
」
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

Ｑ
２　

先
生
が
一
番
好
き
な
句　

や
り
が
い
の
あ
る
句
は
な
ん
で
す
か

　

そ
の
昔
、A

ER
A

 M
O

O
K

「「
平
家
物
語
」
が
わ
か
る
」（
一
九
九
七
、
11
）
で
、「
平
家
物
語
」
の
中
で
最
も
印
象
的
な
一
節
、

と
い
う
問
い
に
答
え
て
、「
樋
口
被
誅
罸
」（
卷
第
九
）
の
茅
野
太
郎
の
最
期
の
場
面
を
あ
げ
て
、
編
集
者
か
ら
「
し
ぶ
い
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
譜
本
の
『
平
家
正
節
』
で
は
「
樋
口
被
斬
」
と
い
う
一
句
を
、
ほ
と
ん
ど
語
る
機
会
が
あ
り

ま
せ
ん
。
一
句
全
体
と
し
て
み
る
と
、
や
や
取
り
上
げ
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

　

思
い
返
す
と
、
私
は
諸
事
に
「
や
り
が
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ず
に
こ
の
歳
ま
で
や
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
好
き
嫌
い
、
食
わ
ず
嫌
い
が
多
く
て
、
時
々
の
「
好
き
」
に
よ
っ
て
動
い
て
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、「
一
部
平
家
」

を
行
う
と
な
れ
ば
、
好
き
嫌
い
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
の
お
尋
ね
で
す
。
こ
の
十
何
年
か
は
、
一
番
（
聴
い
て
、
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
ま
た
、聴
い
た
方
が
ど
う
お
感
じ
に
な
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が)

語
る
の
が
好
き
な
の
は
、「
老
馬
」(

平

家
物
語
卷
第
九
、平
家
正
節
四
之
下
）で
す
。義
経
と
配
下
の
者
の
や
り
と
り
、「
老
」い
た
馬
の
道
案
内
と
い
う
こ
と
を
教
え
た「
老
」

父
の
こ
と
、
雪
景
色
の
中
の
進
軍
、
新
た
な
道
案
内
・
鷲
尾
三
郎
の
義
経
へ
の
忠
誠
心
、
な
ど
が
語
ら
れ
て
、
一
句
全
体
と
し
て

は
や
や
散
漫
か
と
思
い
ま
す
が
、「
雪
中
の
進
軍
」
の
場
面
の
〈
中
音
〉〈
三
重
〉
を
語
る
の
が
大
好
き
で
す
。

お
わ
り
に
　
　

　

昨
年
私
は
、「
平
家
語
り 

― 

声
に
よ
る
平
家
物
語
の
解
釈
と
表
現 

―
」（
松
尾
葦
江
編 

軍
記
物
語
講
座
第
二
巻
『
無
常
の
鐘
声
』
花
鳥
社
。

二
〇
二
〇
、７
）
で
、〈
平
家
語
り
〉
を
〈
平
曲
〉
に
置
き
換
え
て
、
根
幹
を
成
す
べ
き
こ
と
が
ら
を
考
え
た
。
今
回
の
、
藤
田
日
録

を
も
と
に
し
て
の
問
答
、
な
か
な
か
き
ち
ん
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
平
曲
・
平
家
語
り
」
の
「
基
本
」
に
関
わ
る
こ
と
を

考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
う
。

　

私
の
横
浜
翠
嵐
高
校
を
会
場
と
す
る
「
一
部
平
家
」
の
最
終
回
は
、
灌
頂
卷
の
最
後
の
二
句
「
六
道
」「
御
徃
生
」
を
語
っ
て
、

平
家
物
語
の
巻
頭
「
祇
園
精
舎
」
で
締
め
く
く
り
と
し
た
の
だ
っ
た
が
、
藤
田
日
録
の
末
尾
を
紹
介
し
て
、
こ
の
問
答
の
結
び
と

し
た
い
。

「
祇
園
精
舎
」　

終
則
始　

最
後
に
祇
園
精
舎
を
残
し
て
お
か
れ
た
先
生
。
な
ん
と
意
味
深
い
こ
と
か
。
一
部
平
家
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
通
過
点
。
こ
こ

か
ら
さ
ら
に
平
家
の
伝
承
と
演
誦
の
道
は
続
く
。
終
わ
り
は
は
じ
め
。
な
ん
か
し
ー
ん
と
し
た
気
持
ち
か
ら
、
活
力
の
み
な
ぎ
る
気
持
ち
へ
。
会
場
も

何
か
さ
わ
さ
わ
し
た
感
じ
が
し
ま
し
た
〈
私
だ
け
？
〉。
平
家
の
原
点
、
ゼ
ロ
地
点
に
戻
る
。
私
た
ち
も
ま
た
両
国
の
演
奏
会
な
ど
に
、
今
後
も
お
邪

魔
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
で
数
少
な
い
、
ほ
ぼ
一
部
平
家
を
き
い
た
。
平
家
琵
琶
愛
好
家
と
し
て
！
全
員
で
「
那
須
与
一
」
と
「
祇
園
精
舎
」

を
誦
和
？　

唱
和
？　

今
日
い
た
だ
い
た
「
平
家
語
り
と
聴
か
せ
ど
こ
ろ
」
の
中
音
集
。「
桜
の
中
音
」
―
な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
で
聞
い
て
い
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た
こ
ろ
を
思
い
出
し
ま
す
。
季
節
的
に
も
「
桜
の
中
音
」
が
「
那
須
与
一
」
よ
り
よ
か
っ
た
な
あ
と
思
っ
た
り
し
て
。「
青
山
」
の　

夏
山
の
み
ど
ん
の

木
の
間
よ
り
ー
ー
も
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
し
た
。　

　
　

や
よ
ひ
の
中
の
六
日
な
れ
ば　

花
は
い
ま
だ
名
残
あ
り　

楊
梅　

桃
李
の
梢
こ
そ　

お
り
知
り
顔
に
い
ろ
い
ろ
な
れ

平
成
最
後
の
桜
は　

例
年
に
な
い
強
い
花
冷
え
の
た
め
、
入
学
式
ま
で
ぎ
り
ぎ
り
も
っ
て
い
ま
す
。　

５
月
か
ら
は　

令
和
で
す
。

注１　

鈴
木
は
、
神
奈
川
県
立
横
浜
翠
嵐
高
等
学
校
の
会
場
使
用
を
許
さ
れ
て
、「
一
部
平
家
を
め
ざ
し
て
」
と
題
し
て
、
平
成
二
十
七
年
（
二

○
一
五
）
十
一
月
十
五
日
（
日
）
に
開
始
、平
成
三
十
一
年
（
二
○
一
九
）
三
月
三
十
日
（
土
）
第
66
回
で
、全
巻
全
句
を
語
り
終
え
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
一
部
平
家
の
む
か
し
い
ま
」（「
人
文
科
学
研
究
」
第
146
輯
、
二
○
二
○
、
３
）
に
報
告
し
た
。

２　

横
浜
翠
嵐
高
校
は
、
鈴
木
の
母
校
で
あ
り
、
か
つ
て
の
勤
務
校
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
藤
田
も
横
浜
翠
嵐
高
校
出
身
で
、
私
が
新
採
用

で
着
任
し
た
時
の
二
年
生
と
い
う
つ
な
が
り
で
も
あ
る
。　

 　

３　

い
ま
た
ま
た
ま
持
っ
て
い
る
『TH

E H
A

RVA
R

D
 B

R
IEF D

IC
TIO

N
A

RY
 O

F M
U

SIC

』（1961

）の「C
adenza

」
で
は
、「A

 passage 

or section in the style of a brilliant im
provisation, placed near the end of a soro com

position such as an aria or, especially, a 

concerto, giving the perform
er a chance to exhibit his technical m

astery. …
…

」
と
あ
る
。

４　

私
は
臺
灣
大
學
圖
書
館
特
藏
組
の
平
曲
譜
本
を
調
査
し
て
い
る
が
、
圖
書
館
の
御
配
慮
を
い
た
だ
き
、
特
藏
組
閉
室
後
、
館
内
の
部
屋

（
こ
の
と
こ
ろ
は
「
日
然
廳
」
と
い
う
多
目
的
室
）
を
拝
借
し
て
お
稽
古
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
当
初
は
琵
琶
を
持
参
せ
ず
、
調
子
笛

で
曲
節
の
基
本
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
行
っ
た
り
し
た
が
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
単
に
音
が
と
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
、
訪
台
の
都
度
琵
琶
を
持
参
し
て
い
る
。

５　

名
古
屋
の
井
野
川
、
三
品
、
土
居
崎
の
三
検
校
の
、
平
曲
に
関
す
る
体
験
識
見
が
う
か
が
え
る
の
は
、「
座
談
会
・
平
家
琵
琶
の
心
／
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井
野
川
幸
次
・
三
品
正
保
・
土
居
崎
正
富
・
山
下
宏
明
」（「
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
二
、６
）
で
あ
る
。

附
記
１　

本
稿
は
、
令
和
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
平
曲
伝
承
資
料
の
基
礎
的
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
端

で
あ
る
。

附
記
２　

本
稿
の
墨
譜
外
字
は
、
西
川
勉
氏
作
成
の
ソ
フ
ト
に
拠
っ
て
い
る
。

 




