
　

本
稿
で
は
、
あ
る
意
味
は
な
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
気
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
整
理
す
る
た
め
に
、
与
え
て
頂
い
た
機
会
を
幸
い
あ
え
て
書
い
て
み
た
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
せ

り
ふ
と
い
う
身
体
性
を
伴
っ
た
表
現
と
、
天
明
狂
歌
運
動
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
現
れ
た
狂
文
と
い
う
書
記
表
現
と
の
間
に
、
あ

る
程
度
の
相
関
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

悪
態
は
江
戸
の
花

　

国
会
図
書
館
に
『
五
人
男
并
団
十
郎
せ
り
ふ
』
と
題
す
る
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
正
本
集
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
河
竹
黙
阿
弥
（
明

治
二
十
六
年
没
）
の
序
文
（
一
丁
。
墨
書
）
が
付
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
は
古
書
商
染
谷
氏
が
蒐
集
し
た
江
戸
時
代
刊

行
の
せ
り
ふ
正
本
数
十
種
を
、
一
冊
に
束
ね
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
文
の
後
半
は

�　

此
頃
享
保
に
名
の
高
き
五
人
男
の
せ
り
ふ
を
初
め
、
古
き
つ
ら
ね
や
せ
り
ふ
を
集
め
し
一
小
冊
へ
序
文
を
頼
ま
れ
、
否

と
言
れ
ぬ
歯
な
し
仲
間
。
安
受
合
に
受
合
し
が
、
七
人
男
と
七
人
女
の
せ
り
ふ
の
助
作
を
言
立
に
、
其
侭
ず
る
け
て
仕
舞

��
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置
し
も
、
き
よ
ふ
厳
し
く
雷
の
落
た
る
如
き
催
促
う
け
、
庄
九
郎
の
し
や
う
こ
と
な
し
に
、
筆
は
採
れ
共
安
も
な
く
、
所

謂
平
気
の
平
兵
衛
に
、
人
の
智
恵
を
ば
雁
金
や
、
そ
の
文
七
の
拙
き
文
は
、
極
印
打
て
頼
み�
人�
も
、
千
右
衛
門
の
先
刻
承

て

知
。
布
袋
の
腹
に�
実�
が
な
け
れ
ば
、
な
ん
で
も
早
ひ
が
市
右
衛
門
と
、
序
文
に
替
し
言
訳
も
、
五
人
男
の
名
に
よ
そ
へ
、

み

長
せ
り
ふ
に
書
に
こ
そ

　
　

明
治
二
十
二
年
六
月
中
旬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
河
黙
阿
弥
記
（
印
）

（
以
降
、
引
用
文
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
漢
字
を
あ
て
、
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ま

た
、
文
中
（
）
内
の
記
述
は
本
稿
執
筆
者
の
注
で
あ
る
。）

と
「
歯
無
し
仲
間
」
染
谷
氏
に
執
筆
を
催
促
さ
れ
た
と
す
る
。
此
処
で
云
う
「
名
の
高
き
五
人
男
の
せ
り
ふ
」
と
は
、
享
保
十
五

年
に
上
演
さ
れ
た
雁
金
五
人
男
物
の
芝
居
の
こ
と
で
あ
り
、
烏
亭
焉
馬
の
『
花
江
都
・
歌
舞
妓
／
年
代
記
』（
文
化
八
年
〜
十
二
年

刊
。
以
下
『
年
代
記
』）
に
も
、

�　

秋
狂
言
。
中
村
座「
名
月
五
人
男
」。
雁
金
文
七
に
伊
三
郎
。
安
の
平
右
衛
門
彦
三
郎
。
ほ
て
い
市
右
衛
門
に
広
治
。
極

印
千
右
衛
門
宗
十
郎
。
雷
庄
九
郎
に
団
十
郎
。
此
狂
言
い
づ
れ
も
大
当
り
な
り
。
せ
り
ふ
は
団
十
郎
。
宗
十
郎
両
人
作
の

由
。
江
戸
中
こ
れ
を
口
ず
さ
み
。
遊
里
の
芸
者
は
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
。
子
供
ま
で
も
は
や
り
歌
の
ご
と
し
と
か
や
。
十
月

ま
で
大
入
な
り
。

と
そ
の
人
気
ぶ
り
が
記
さ
れ
、『
年
代
記
』
で
も
続
け
て
そ
の
せ
り
ふ
正
本
が
す
べ
て
写
さ
れ
た
。『
五
人
男
并
団
十
郎
せ
り
ふ
』

は
、
巻
頭
に
こ
の
「
名
月
五
人
男
」
の
せ
り
ふ
正
本
「
染
物
づ
く
し
」「
あ
ん
の
字
尽
し
」
な
ど
全
三
冊
を
揃
え
て
い
る
。
お
そ
ら

く
『
年
代
記
』
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
芝
居
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
黙
阿
弥
も
ま
た
そ
の
意
識
を
汲
み

取
っ
て
、
雁
金
五
人
男
の
名
前
を
詠
み
込
ん
だ
「
五
人
男
尽
し
」
の
せ
り
ふ
調
で
序
文
を
書
い
て
見
せ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
に
な
っ
て
も
、
江
戸
歌
舞
伎
（
こ
の
場
合
は
、
時
代
と
し
て
の
江
戸
で
は
な
く
、
上
方
に
対
し
て
の
称
で

��
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あ
る
）
の
せ
り
ふ
を
愛
玩
す
る
こ
と
は
継
承
さ
れ
、
江
戸
歌
舞
伎
の
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
歌
舞
伎
の
第
一
の
特

徴
で
あ
る
荒
事
が
、
身
体
に
よ
る
祝
祭
性
の
表
現
だ
と
す
れ
ば
、
六
方
詞
や
「
関
東
べ
い
」
を
駆
使
し
た
悪
態
・
つ
ら
ね
・
誉
め

言
葉
と
い
っ
た
せ
り
ふ
に
は
、
祭
事
に
お
け
る
祝
辞
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
郡
司
正
勝
氏
『
か
ぶ
き
―
様

式
と
伝
承
―
』�（注
１
）

な
ど
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
『
か
ぶ
き
』
に
「
こ
と
に
、
江
戸
の
式
辞

が
、
悪
態
の
形
で
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
無
頼
の
徒
の
芸
術
と
し
て
の
、
か
ぶ
き
の
面
目
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
う
」
と
か
「
こ

の
詞
（「
六
方
詞
」「
奴
詞
」）
よ
り
発
達
し
た
悪
態
が
、
上
方
に
は
な
い
江
戸
の
個
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
な
ど
と
あ

る
よ
う
に
、
せ
り
ふ
の
中
で
も
特
に
、
江
戸
訛
を
駆
使
し
た
悪
態
と
江
戸
歌
舞
伎
の
結
び
つ
き
は
強
い
。
ま
た
、
無
頼
の
徒
を
原

型
と
し
て
舞
台
上
に
理
想
化
さ
れ
た
男
伊
達
こ
そ
、
悪
態
を
並
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
役
柄
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
歌
舞
伎
と
悪
態
と
い
う
話
題
に
な
る
と
よ
く
引
用
さ
れ
る
二
つ
の
文
献
で
も
、
そ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
柳
亭
種
彦

『
用
捨
箱
』（
天
保
十
二
年
刊
）
の
「
六
方
詞
」
に
つ
い
て
の
言
説
、

�　

昔�
奴�
と
ゝ
な
へ
し
は
男�
達�
の
事
な
り
。
故
に�
当
時�
は
寛
濶
の
字
を
「
や
つ
こ
」
と
訓
ず
。
或
は
六
方
者
と
い
ふ
事
は
、

や
つ
こ 

だ
て 

こ
の
こ
ろ

『
昔
々
物
語
』
に
も
出
て
人
の
知
る
と
こ
ろ
な
り
。
詞
も
な
ま
ぬ
る
き
を
忌
、
片
言
を
好
み
て
い
ふ
。「
か
た
じ
け
な
い
」

を
「
か
た
じ
う
け
な
い
」
と
の
べ
、「
泪
」
を
「
な
だ
」
と
つ
む
る
の
類
、
か
ぞ
へ
も
尽
し
難
し
。「
事
だ
」
を
「
こ
ん
だ
」、

「
う
ち
か
く
る
」
を
「
ぶ
つ
か
け
る
」、
い
は
ゆ
る
関
東
べ
い
也
。
そ
の
様
を
か
ぶ
き
に
似
せ
、
小
袖
の
裄
い
と
短
く
、�
無
反�
む
そ
り

の�
要
刀�
も
つ
と
も
長
き
を
閂
に
さ
し
こ
ら
し
、
手
を
振
て�
動�
ぎ
出
、
彼
六
方
詞
、
名
の
り
詞
な
ん
ど
い
ふ
を
、�
演�
て�
後�
狂

か
た
な 

ゆ
る 

の
べ 

の
ち

言
に
か
ゝ
る
が
、�
並�
て
当
時
の
風
な
り
。

な
べ

で
は
、「
奴
」
す
な
わ
ち
「
六
方
者
」
す
な
わ
ち
（
実
在
の
、
加
え
て
役
柄
と
し
て
の
）「
男
達
」
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
関

東
べ
い
・
奴
詞
・
六
方
詞
と
、
男
伊
達
役
の
役
者
が
述
べ
る
悪
態
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
か
ぶ
き
に
似
せ
」
の
部
分
は
、
歌

舞
伎
役
者
が
実
在
の
六
方
者
の
風
俗
を
取
入
れ
て
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

��
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ま
た
『
浮
世
風
呂
』
四
編
（
文
化
十
年
刊
）
か
ら
よ
く
引
用
さ
れ
る
、

�　

肝
右
エ
門
さ
ん
の
云
ひ
な
さ
る
通
り
、
す
べ
て
の
事
が
昔
は
違
ま
す
。
芝
居
の
狂
言
な
ど
も
荒
事
が
第
一
な
も
の
だ
つ

け
。（
中
略
）
む
か
し
は
男�
達�
な
ど
の�
出��
端�
に
は
、
つ
ら
ね
と
い
ふ
も
の
が
有
て
、
悪
態
を
な
が

�
と
云
た
も
の
さ
。
男

だ
て 

で 

は

達
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
役
に
つ
ら
ね
と
い
ふ
も
の
を
長
た
ら
し
く
い
ふ
を
、
見
物
耳
を
す
ま
し
て�
聞
居�
た
も
ん
だ
が
、

き
い
て

当
時
は
き
く
人
も
な
い
か
ら
、
い
ふ
役
者
も
な
し
。

と
い
う
「
昔
気
質
の
律
義
お
や
ぢ
」
に
よ
る
述
懐
は
、
実
は
そ
の
前
に
登
場
し
た
別
の
「
昔
の
気
負
ひ
と
呼
ば
れ
た
る
道
楽
ぢ
ゝ

い
」、
す
な
わ
ち
肝
右
衛
門
に
よ
る
、
実
在
し
た
男
伊
達
の
懐
旧
譚
を
遮
る
形
で
語
ら
れ
る
の
だ
。「
気
負
い
」（
男
伊
達
に
憧
れ
る

侠
者
、「
き
ゃ
ん
」
と
も
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
肝
右
衛
門
は
、
若
い
者
達
が
喧
嘩
し
た
と
聞
い
て
諫
め
て
い
た
。

�　

今
の�
若
者
共�
が�
達
入�
だ
の�
犬�
の
糞
だ
の
と�
骨
箱�
を
た
ゝ
く
（
大
き
い
口
を
き
く
こ
と
。
悪
態
に
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
）

わ
け
へ
も
ん
ど
も 

た
て
い
れ 

い
ん 

こ
つ
ば
こ

が
、
お
ら
が
目
か
ら
見
ち
や
ア
蚤
の
卵
だ
と
お
も
や
れ
。
本
の
事
よ
。
お
ら
が
若
い�
時
代�
の�
行
作�
と
は�
雲��
泥��
万��
里�
の�
違�
だ

じ
で
へ 

ぎ
や
う
さ 

う
つ 
て
ん 
ば
つ 
で
ん 

ち
げ
へ

ア
。�
金��
神��
長
五
郎�
ど
ん
と
、
熱
の
白
兵
衞�
殿�
と
の�
立
引�
な
ん
ぞ
と
き
た
ら
、
ヘ
ン
、�
虚�
の
や
う
だ
。
あ
の�
時
代�
の
は
な
し

こ
ん 
じ
ん 
ち
や
う
ご
ろ 

ど
ん 

た
て
ひ
き 

う
そ 

じ
で
へ

を
も
聞
て
お
き
や
れ
。
お�
主�
た
ち
の�
後��
覚�
に
な
る
こ
と
だ
。
ハ
テ
、
お
ら
が�
若�
い
時
代
が�
強��
敵�
か
と
お
も
や
ア
、
其
又
む

の
し 

こ
う 
が
く 

わ
け 

が
う 
て
き

か
し
を
き
く
と
、
事
も�
大��
造�
な
は
な
し
よ
。
お
ら
が
親
父
ど
ん
の
一
ツ
話
だ
つ
け
が
、
釣
鐘
弥
左
エ
門
殿
の
子
分
に
、
半

て
へ 
そ
う

鐘
市
右
エ
門
。
そ
の
半
鐘
が
子
分
に
風
鈴
五
郎
七
と
い
ふ
が
あ
つ
た
げ
な
が
、
ど
れ
も

�
男
一
疋�（
注
２
）

よ
ナ
ア
。
其
は

な
し
を
し
て
き
か
せ
べ
い
が
、
マ
ア
、
待
ち
や
れ
。

と
今
に
も
伝
説
の
男
た
ち
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
先
に
引
い
た
「
律
儀
親
父
」
の
言
葉
が
横
か
ら
入
り
、
話
題
は

歌
舞
伎
の
思
い
出
話
に
移
っ
て
し
ま
う
。
話
を
と
ら
れ
た
肝
右
衛
門
は
怒
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
い
っ
こ
う
気
に
せ

ず
、
む
し
ろ
「
そ
れ
に
ま
だ
あ
り
や
す
。
ま
だ

�
お
め
へ
、
そ
ん
な�
事�
ち
や
ア
ね
へ
」
と
歌
舞
伎
話
の
展
開
を
促
す
。
こ
れ
は
、

�
�

実
在
の
男
伊
達
の
話
が
、
直
ち
に
歌
舞
伎
の
荒
事
を
連
想
さ
せ
、
同
じ
話
題
の
続
き
と
し
て
自
然
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
理
解
す
る
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人文科学研究　第 119 輯�



ほ
か
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
当
時
、
実
在
の
男
伊
達
と
歌
舞
伎
の
役
柄
の
男
伊
達
、
さ
ら
に
荒
事
と
悪
態
は
そ
の
ま
ま
重
な
る
存
在

だ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
は
、
江
戸
歌
舞
伎
の
当
初
の
姿
が
遠
い
昔
と
な
っ
た
文
化
年
間
に
な
っ
て
生
じ
た
誤
解
で
は
な
い
。
初
代
団
十
郎
追
悼
の

た
め
編
集
し
た
『
父
の
恩
』（
享
保
十
五
年
）
に
、
二
代
目
団
十
郎
は
「（
初
代
団
十
郎
の
父
、
十
蔵
は
）
耕
収
の
業
を
嫌
ひ
て�
任���

�
侠�
の
義
を
重
じ
、
肥
壌
の
総
州
を
去
て
〈
中
略
〉
万
治
三
年
庚
子
和
泉
町
に
し
て
才
牛
（
初
代
団
十
郎
の
こ
と
）
を
生
め
り
。〈
中

�
�
�

略
〉
父
、�
任��
侠�
の
勇
気
を
受
て
、
荒
事
と
い
ふ
事
の
道
を
開
け
り
」
と
す
る
。
荒
事
を
家
の
藝
と
す
る
団
十
郎
家
の
内
部
で
、
荒

�
��
�
�
�

事
と
「
任
侠
」
は
深
く
関
わ
り
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
東
京
伝
著
『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元
年
序
）

の
「
元
祖
団
十
郎
伝
并
肖
像
」
で
は
、
五
代
目
団
十
郎
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
「（
初
代
の
父
、『
近
世
奇
跡
考
』
で
は
「
重
蔵
」、

は
）
江
戸
に
う
つ
り
住
、
曾
て
任
侠
を
好
み
、
幡
随
院
長
兵
衛
・
唐
犬
十
右
衛
門
等
と
友
た
り
。
団
十
郎
生
れ
て
七
夜
に
あ
た
る

日
、
唐
犬
十
右
衛
門
、
彼
が
幼
名
を
海
老
蔵
と
な
づ
け
た
る
よ
し
」
を
伝
え
る
。
著
名
な
侠
客
と
団
十
郎
家
と
の
交
流
は
、
む
し

ろ
誇
ら
し
げ
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
大
田
南
畝
の
随
筆
『
一
話
一
言
』
に
写
さ
れ
た
「
古
来
侠
者
姓
名
小
伝
」
で
は
、

初
代
の
父
自
身
が
「
こ
も
の
十
蔵
」
と
し
て
侠
者
の
一
員
に
数
え
ら
れ
、
別
の
侠
者
「
お
そ
ま
き
十
兵
衛
」
は
団
十
郎
の
舅
と
さ

れ
て
い
る
。
団
十
郎
家
自
体
を
侠
客
の
家
と
見
る
向
き
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

理
想
化
さ
れ
た
男
伊
達
像

　

た
だ
し
、
当
時
の
歌
舞
伎
は
、
男
伊
達
を
写
実
的
に
描
き
は
し
な
か
っ
た
。
宝
暦
六
年
市
村
座
上
演
『
梅
若
菜
二
葉
曾
我
』
の

四
番
目
『
五
人
男
狩
場
首
途
』（『
歌
舞
伎
年
表
』
に
引
用
す
る
「
囃
子
日
記
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
五
月
下
旬
ま
で
大
入
り
に
て
、

曾
我
祭
初
め
て
興
行
す
。
曾
我
祭
の
根
元
也
」
と
さ
れ
る
芝
居
で
あ
る
）
に
お
け
る
「
五
人
男　

か
け
あ
い
男
伊
達
の
せ
り
ふ
」

��
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（
内
題
、
東
洋
文
庫
蔵
『
宝
暦
年
間
せ
り
ふ
』
所
収
）
を
見
て
み
よ
う
。

�　

広
（
大
谷
広
次
）「
そ
れ
男
伊
達
と
い
つ
ぱ
唐
土
に
て
は
遊
侠
と
名
づ
け
あ
る
ひ
は�
任��
侠�
と
号
す
。
さ
れ
ば
荀
子
が
曰
、

じ
ん 
き
や
う

気
を�
立�
、�
斉�
し
く
威
福
を
な
し
、�

私�
に
ま
じ
は
り
を
む
す
ん
で
、
つ
よ
き
を
世
に
立
る
も
の
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
遊
侠
と

た
て 

ひ
と 

わ
た
く
し

号
す
と
い
へ
り
」。
助
五
郎
「
既
に
『
史
記
』
の
『
遊
侠
列
伝
』
に
曰
、
遊
侠
は
正
義
に
の
つ
と
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の

言
葉
か
な
ら
ず
ま
こ
と
あ
つ
て
其
行
な
ひ
か
な
ら
ず
果
す
」。
菊
五
郎
「
ひ
と
た
び
諾
し
て
約
を
変
ぜ
ず
、
其
身
を
お
し
ま

ず
し
て
人
の
あ
や
う
き
を
救
つ
て
、
其
功
に
誇
ら
ず
。
そ
の
徳
を
う
け
ず
」。
亀
蔵
「
千
里
に
義
を
し
や
う
じ
て
死
を
も
つ

て
世
を
か
へ
り
み
ず
、
廉
潔
、
た
い
じ
や
う
、
し
ゆ
ん

�
と
し
て
君
子
の
風
あ
り
、
こ
れ
す
な
は
ち�
仁
侠�
の
気
性
な
り
」。

お
と
こ
だ
て

市
松
「
お
よ
そ
、
和
漢
両
朝
、�

遊��
侠�
を
も
つ
て
世
に�
鳴�
と
も
が
ら
は
、
ま
づ
も
ろ
こ
し
に
は�
朱
家�
、�
田��
仲�
、�
王��
公�
、�
劇�

お
と
こ 
だ
て 

な
る 

し
ゆ
が 

で
ん 
ち
う 

わ
う 
こ
う 

げ
き

�
毛�
、�

郭��
解�
を
始
と
し
て
、
ゆ
う
き
や
う
、
こ
う
ぎ
よ
し
に
し
て
、
英
名
を�
貌�
と
す
る
と
も
が
ら
、
数
ふ
る
に
い
と
ま
あ
ら

も
う 

く
わ
く 
が
い 

か
た
ち

ず
」。
広
「
ま
つ
た
我
朝
の�
任
侠�
の�
水��
上�
は
、
あ
づ
ま
男
と
、
名
に
か
ほ
る
、
花
か
い
ら
ぎ
の
、
お
と
し
ざ
し
、
さ
い
た
姿

お
と
こ
だ
て 

み
な 
か
み

は
さ
な
が
ら
に
、
鶺
鴒
の
、
尾
の
名
に
し
お
ふ
、
鶺
鴒
組
の
親
方
、
け
ん
く
わ
の
相
手
は
鬼
で
も
ご
ざ
れ
、
鍾
馗
半
兵
衛
・

ひ
げ
五
ざ
へ
も
ん
」。
助
「
素
天
辺
ま
で
ぬ
き
上
た
額
が
看
板
、
唐
犬
組
の
親
分
、
唐
犬
十
右
衛
門
、
き
か
ぬ
と
い
つ
て
は
、

む
か
う
み
ず
、
た
ゞ
ひ
と
こ
ぶ
し
に
は
り
た
を
し
半
死
半
鐘
八
右
衛
門
、
そ
の
半
鐘
が
兄
分
、
釣
鐘
弥
左
衛
門
、
う
な
り

だ
し
た
る
悪
態
は
、
百
八
煩
悩
の
眠
り
を
お
つ
さ
ま
す
、
寝
言
も
、
喧
嘩
が
夢
の
市
郎
兵
衛
、
人
の
喧
嘩
も
、
か
い
ら
ぎ

の�
鐺�
と
が
め
、
言
葉
じ
ち
、
さ
わ
ら
ば
ひ
や
せ
、
ま
つ
ぷ
た
つ
に
、
白
柄
組
の
大
将
と�
刃�
を
な
ら
す
白
柄
作
右
衛
門
、
も

こ
じ
り 

は
が
ね

と
よ
り
体
は
野
へ
だ
し
た
死
人
小
左
衛
門
、
つ
ま
の
命
は
朝
が
ほ
の
一
と
き
清
兵
衛
、
畳
の
上
で
は
死
な
ぬ
が�
高�
の
早
桶

た
か

十
右
衛
門
」。
亀
「
相
手
は
お
そ
ら
く
何
百
人
で
も
、
風
下
へ
ざ
る
組
の
お
頭
、
喧
嘩
の
世
話
を
焼
餅
伝
三
、
寒
の
冬
で
も

布
団
一
枚
、
柏
餅
三
左
衛
門
、
こ
ろ
り
と
つ
つ
ぷ
す
寝
姿
の
庄
左
衛
門
」。
市
「
こ
と
が
な
笛
と
尺
八
の
か
わ
り
に
さ
い
た

�
鉄�
ぼ
う
ぐ
み
、
う
で
ぼ
ね
に
生
傷
の
た
へ
ぬ
が
商
売
。
名
に
し
お
ふ
腕
の
久
八
、
腕
の
喜
左
衛
門
、
首
の
骨
の
つ
よ
い
が

か
な

��
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名
題
、
猪
首
甚
兵
衛
、
牛
五
兵
衛
」
広
「
牛
は
う
し
づ
れ
、
角
づ
き
あ
ひ
の
仲
間
を
一
人
、
は
な
れ
駒
の
四
郎
兵
衛
、
名

に
し
お
ふ
じ
や

�
馬
、
近
づ
く
や
つ
を
踏
ん
だ
り
蹴
た
り
、
夜
叉
明
王
の
い
き
ほ
ひ
あ
る
、
生
き
不
動
与
兵
衛
、
こ
ん

が
ら
十
兵
衛
、
せ
い
た
か
藤
兵
衛
」（
後
略
）

全
五
冊
の
せ
り
ふ
正
本
の
内
、
冒
頭
か
ら
二
冊
目
途
中
ま
で
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
後
も
延
々
と
男
伊
達
の
名
の
列
挙
が
五
冊
目

ま
で
続
く
。
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
冒
頭
に
男
伊
達
の
源
流
と
し
て
「
遊
侠
列
伝
」
を
持
ち
出
し
て
「
任
侠
」
と
い
う
価
値

観
と
結
び
つ
け
、
男
伊
達
を
権
威
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
馬
琴
の
『
開
巻
驚
奇
侠
客
伝
』
第
一
集
自
序
で
『
史
記
』
が
引
用
さ
れ

る
よ
り
か
な
り
前
に
、
こ
う
し
た
理
想
化
は
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
続
け
て
人
名
の
列
挙
に
な
っ
て
、
朱
家
・
王
公
と
い
っ
た

「
遊
侠
列
伝
」
中
の
侠
客
に
続
き
、
す
ぐ
江
戸
時
代
の
伝
説
的
な
男
伊
達
た
ち
の
名
を
挙
げ
、
現
実
の
世
界
を
理
想
へ
と
さ
ら
り

と
つ
な
げ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
阪
の
男
伊
達
で
は
な
く
、
す
べ
て
江
戸
の
男
伊
達
で
あ
る
。
江
戸

生
ま
れ
の
侠
客
た
ち
の
名
を
並
べ
る
こ
と
で
、
か
つ
て
こ
う
し
た
男
た
ち
を
輩
出
し
た
江
戸
と
い
う
土
地
に
対
す
る
愛
着
、
あ
る

い
は
誇
り
の
感
覚
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

男
伊
達
は
江
戸
歌
舞
伎
の
中
で
、
江
戸
と
い
う
土
地
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
雁
金
五
人
男
の
一
人
、
雁
金
文
七
は
も
と
も

と
大
阪
に
実
在
し
た
男
伊
達
で
あ
り
、
そ
の
実
像
が
単
な
る
乱
暴
者
の
犯
罪
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
随
筆
な
ど
に
も
書
か

れ
て
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
文
七
は
若
衆
姿
で
登
場
し
、
男
伊
達
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に

色
事
も
こ
な
せ
る
役
所
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
文
七
は
い
つ
の
ま
に
か
江
戸
の
男
伊
達
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
「
名
月
五
人
男
」
に
お
け
る
文
七
の
悪
態
は
、

�　

誰
だ
と
思
ふ
此
若
衆
を
。
忝
く
も
高
野
大
師
の
膝
元
さ
ら
ず
。
愛
染
明
王
の
懐
わ
き
ざ
し
。
指
や
尺
八
鼻
捻
り
、
捻
つ

て
す
ち
つ
て
そ
め
い
て
歩
行
。
大
阪
六
十
六
町
に
隠
れ
も
な
い
雁
金
の
文
七
。
み
な
近
よ
つ
て
お
が
み
奉
れ
。
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と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
少
し
後
の
五
人
男
物
の
芝
居
で
は
、

�　

罷
出
た
る
も
の
は
。
お
江
戸
八
百
八
町
に
か
く
れ
も
な
い
。
か
り
か
ね
文
七
。
そ
れ
、
文
は
貫
道
の
う
つ
わ
物
。
悪
態

は
男
だ
て
の�
血��
脈�
。（
享
保
十
九
年
上
演
『
繁
扇
隅
田
川
』
二
番
目
「
江
戸
桜
五
人
男
せ
り
ふ
」）

け
ち 
み
や
く

と
、
い
つ
の
ま
に
か
江
戸
の
人
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
か
な
り
下
っ
て
、
寛
政
六
年
上
演
『
初
曙
観
曾
我
』
の
第
三
番
目
序
幕

で
は
、
安
の
平
兵
衛
を
沢
村
宗
十
郎
、
雁
金
文
七
を
市
川
八
百
蔵
、
雷
庄
九
郎
を
坂
田
半
五
郎
、
極
印
千
右
衛
門
を
嵐
龍
蔵
、
布

袋
市
右
衛
門
を
大
谷
徳
次
が
演
じ
、「
五
人
男
か
け
合
つ
ら
ね
」
が
口
演
さ
れ
た
。

�　
　

五
人
男
の
つ
ら
ね　

川
竹
文
次
述

　

龍
「
お
頭
な
ん
と
は
る
め
い
て
」　

四
人
「
長
閑
な
気
色
じ
や
ご
ん
せ
ぬ
か
」　

八
百
「
い
か
さ
ま
唐
の
親
分
が
閑
を
ぬ
す

ん
で
少
年
を
学
ぶ
と
の
た
は
言
の
気
丈
だ
て
、
浪
花
で
ぞ
め
き
長
崎
で
す
ね
ふ
り
と
や
ら
、
う
そ
な
ま
け
た
そ
ゝ
り
の
異

名
も
、
江
戸
の
気
に�
合�
た
気
負
い
の
一
ッ
對
で
た
ち
、
け
ん
く
わ
か
う
な
ら
う
る
べ
い
と
正
札
付
た
か
け
ね
な
し
、
ま
け

あ
は
せ

る
が
き
ら
い
の
雁
金
組
」　

龍
「
子
分
子
方
と
極
印
を
う
つ
た
立
引
よ
こ
ぞ
つ
ほ
う
、
し
る
し
の
痣
も
紫
の
江
戸
の
意
気
地

を
た
て
と
ふ
し
、
八
百
八
町
を
う
り
あ
る
き
い
つ
で
も
な
ら
べ
る
太
平
楽
、
ど
い
つ
こ
い
つ
の
用
捨
は
な
い
」（
中
略　

徳

次
）「
し
つ
か
り
す
へ
た
布
袋
堂
、
七
福
廻
り
の
当
世
は
狂
歌
連
中
風
雅
連
、
さ
そ
ひ
合
た
五
人
連
」　

八
百
「
雁
か
ね
組

の
友
つ
れ
て
」　

龍
「
ふ
き
そ
ら
し
た
る
尺
八
の
」　

宗
「
ね
じ
め
も
よ
し
や
難
波
の
む
か
し
」　

半
「
呂
律
合
て
花
の
も

と
」　

徳
「
床
机
の
も
と
へ
」　

五
人
「
ゆ
く
べ
い
か
」（
沢
村
屋
利
兵
衛
版
正
本
に
よ
る
。
都
立
中
央
図
書
館
蔵
『
浄
瑠
璃

せ
り
ふ
』
所
収
）

最
後
の
方
で
「
難
波
の
む
か
し
」
と
は
い
う
も
の
の
、「
江
戸
の
気
に
合
わ
せ
た
」「
江
戸
の
意
気
地
を
立
て
通
す
」
と
言
っ
た
り
、

流
行
の
七
福
神
廻
り
を
取
入
れ
た
り
、
こ
こ
で
は
五
人
男
が
す
っ
か
り
江
戸
の
気
負
い
連
中
と
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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「
雁
金
五
人
男
」
の
上
方
歌
舞
伎
に
お
け
る
理
想
化
、
ま
た
「
江
戸
化
」
し
た
結
果
生
じ
た
特
徴
に
つ
い
て
は
、
松
崎
仁
氏
「
雁

金
五
人
男
の
虚
と
実
」
に
詳
し
い�（
注
３
）

が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
五
人
男
の
江
戸
化
を
決
定
づ
け
た
出
来
事
と
し
て
、
江
戸
歌
舞

伎
の
特
徴
で
あ
り
春
狂
言
の
吉
例
と
な
っ
て
い
た
曾
我
狂
言
に
、
五
人
男
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
そ
の
典
型
例

は
、
さ
き
に
引
用
�
で
紹
介
し
た
宝
暦
六
年
上
演
『
梅
若
菜
二
葉
曾
我
』
で
あ
り
、
第
一
番
目
に
も
す
で
に
五
人
男
が
登
場
し
、

そ
れ
ぞ
れ
地
口
の
せ
り
ふ
を
述
べ
て
い
る
。『
歌
舞
伎
年
表
』
に
よ
れ
ば
「
工
藤
祐
経
館
へ
出
入
り
の
町
人
、
麻
上
下
に
て
年
始
の

趣
向
、
則
ち
五
人
男
な
り
」
と
い
う
仕
組
み
だ
っ
た
。「
五
人
男
年
玉
紋
つ
く
し
」
と
題
し
た
五
冊
の
せ
り
ふ
正
本
の
表
紙
に
書
か

れ
た
表
題
・
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
「
そ
め
も
の
そ
ろ
へ　

紺
屋　

雁
金
文
七　

佐
野
川
市
松
」・「
か
な
も
の
つ
く
し　

鍛
冶
屋　

極

印
千
右
衛
門　

市
村
亀
蔵
」・「
く
わ
し
づ
く
し　

菓
子
屋　

安
の
平�
右
衛�
門　

尾
上
菊
五
郎
」・「
あ
を
も
の
づ
く
し　

八
百
屋　

�
�

�

�

雷
庄
九
郎　

中
村
助
五
郎
」・「
う
を
づ
く
し　

魚
屋　

布
袋
市
右
衛
門　

大
谷
広
次
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
業
は
大
体
五
人
男

の
実
説
に
基
づ
い
て
付
さ
れ
た
属
性
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
設
定
の
も
と
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
ち
な
ん
だ
年
玉
の
せ
り

ふ
が
語
ら
れ
る
。

�　

市
松
「
そ
も

�
紺
や
の
年
玉
に
。
刷
毛
を
つ
か
ふ
は
神
代
よ
り
。
春
の
い
ろ
そ
め
い
だ
す
。
さ
ほ
ひ
め
の
。
お
ゝ
ん

が
み
ひ
と
は
け
。
そ
む
る
あ
け
ぼ
の
ゝ
。
浅
む
ら
さ
き
の
雲
の
色�
山
ぎ�
。
白
き
。
は
つ
が
す
み
。
あ
ま
つ
。
そ
ら
い
ろ
。

（
マ
マ
）

あ
か
ね
さ
す
。
光
の
ど
け
き
。
夕
ぐ
れ
な
ゐ
。
こ
れ
み
な
。
は
け
の
手
ぎ
は
物
。
第
一
は
け
の
。
は
た
ら
き
は
。
こ
し
ば

り
障
子
。
つ
ぎ
紙
の
御
用
に
た
て
る
。
と
し
だ
ま
の
。
は
け
の
。
重
宝
御
ぞ
ん
じ
な
く
さ
み
し
給
ふ
は
。
は
け
違
ひ
。
○

か
め
蔵
「
ま
つ
た
。
鍛
冶
や
が
。
と
し
玉
の
。�
鉄�
火
ば
し
の
は
た
ら
き
は
。
ま
づ
。
蝋
燭
の
。
し
ん
を
き
り
。
火
鉢
に
わ

か
な

た
し
て
。
て
つ
き
う
の
。
か
わ
り
も
す
れ
ば
。
ま
な
ば
し
の
。
間
に
も
あ
は
せ
る
重
宝
の
。
火
ば
し
の
年
玉
。
や
す
も
の

と
。
お
ぼ
し
め
す
は
。
し
や
う
じ
ん
の
。���

の
火
箸
の
。
く
ひ
ち
が
ひ
」
○
菊
五
郎
「
次
に
菓
子
屋
が
と
し
だ
ま
の
。
切

山
椒
の
。
ち
や
う
ほ
う
は
。
不
意
な
客
に
は
。
と
り
あ
へ
ず
。
下
戸
な
ら
。
茶
ぐ
わ
し
。
上
戸
に
は
。
酒
の
肴
の
。
ま
に

い
す
か�

��
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あ
は
せ
。
子
ど
も
た
ら
し
の
。
鼻
ぐ
す
り
。
茶
づ
け
の
。
菜
の
。
こ
と
か
け
し
ろ
。
つ
い
間
に
あ
ふ
が
。
ち
や
う
ほ
う

の
。
と
し
玉
も
の
を
。
げ
び
た
と
は
。
お
れ
き
れ
き
と
も
。
お
も
は
れ
ぬ
。
ち
ゑ
が
。
朝
く
ら
。
き
り
山
椒
」
○
助
五
郎

「
さ
て
又
八
百
屋
が
と
し
だ
ま
の
。
青
海
苔
の
。
は
た
ら
き
は
。
と
ろ
汁
に
は
。
お
定
ま
り
。
山
か
げ
と
う
ふ
も
。
青
の

り
の
。
匂
い
が
か
ん
じ
ん
。
精
進
物
。
と
り
魚
の
こ
ろ
も
に
も
。
間
に
あ
を
の
り
と
。
あ
を
も
の
ゝ
仲
間
に
い
れ
て
。

�
胡
蘿
菊�
や
。
ご
ぼ
う
の
く
ず
煮
に
。
か
け
て
だ
し
。
ま
き
か
ま
ぼ
こ
も
。
青
海
苔
の
。
あ
お
き
は
春
の
。
い
ろ

�
に
重

に
ん
じ
ん

宝
と
な
る
。
と
し
だ
ま
を
。
か
ろ
し
め
給
ふ
は
。
し
や
う
じ
ん
の
。
井
の
内
の
か
い
る
。
大
海
を
。
青
海
苔
し
ら
ぬ
。
お

せ
う
し
や
。」
○
ひ
ろ
次
「
さ
て
さ
か
な
や
が
。
年
玉
の
」（
以
下
略
）

さ
ら
に
曾
我
狂
言
の
役
と
し
て
、
文
七
（
市
松
）
は
実
は
五
郎
時
宗
、
極
印
千
右
衛
門
（
亀
蔵
）
は
祐
成
、
菊
五
郎
は
京
の
二
郎
、

助
五
郎
は
景
清
、
広
次
は
鬼
王
に
あ
た
る
。
そ
れ
で
�
の
せ
り
ふ
は
、
最
後
に
は
曾
我
の
対
面
の
せ
り
ふ
の
も
じ
り
と
な
る
。

�　

か
め
「
か
の
赤
か
ね
山
の
麓
な
る
」
助
「
椎
茸
山
椒
小
だ
て
に
と
つ
て
」
広
「
一
の
ま
ぶ
し
は
近
江
鮒
」
助
「
二
の
ま

ぶ
し
は
八
わ
た
牛
蒡
」
市
「
ま
つ
と
は
し
ら
茶
の
矢
ひ
と
つ
き
た
つ
て
の
つ
た
る
馬
の
」
広
「
海
月
の
山
が
た
い
け
ず
つ

て
う
し
ろ
ゑ
ず
つ
ぱ
と
射
と
を
せ
ば
た
ま
り
も
あ
へ
ず
」
市
「
馬
上
よ
り
」
亀
広
市
三
人
「
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
」
市
「
お

も
ゑ
ば
」
か
め
「
こ
れ
」
市
「
て
も
」
か
め
「
敵
が
ち
が
ふ
」
市
「
敵
は
」
か
め
「
工
ど
う
、
い
ふ
に
お
よ
ば
ぬ
。
目
当

は
ひ
と
り
」
市
「
ふ
た
り
が
と
し
も
そ
の
時
は
」
か
め
「
や
う

�
五
ッ
や
三
つ
目
ぎ
り
」
市
「
い
つ
か
か
た
き
に
あ
い

み
る
茶
と
」
菊
「
指
を
折
ぐ
わ
し
日
を
か
ぞ
へ
」
助
「
時
節
を
松
茸
」
広
「
狩
場
を
馬
刀
貝
」
か
め
「
ま
て
ば
甘
露
の
神

田
に
鍛
冶
丁
」
市
「
紺
屋
丁
」
助
「
葱
丁
」
広
「
鮒
丁
」
菊
「
緑
丁
」
市
「
名
所
に
と
つ
て
は
駿
河
に
藍
沢
藍
染
川
」
広

「
富
士
に
名
高
き��

�が
池
」（
以
下
略
）

そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
の
縁
語
で
も
じ
る
か
け
あ
い
せ
り
ふ
と
い
う
、
複
雑
な
構
造
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
五
人
男
は
商
人

と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
、
江
戸
の
観
客
に
親
し
み
を
持
た
せ
、
ま
た
、
実
は
曾
我
兄
弟
あ
る
い
は
そ
の
縁
者
で
あ
る
と
す
る
こ

こ
の
し
ろ�

���
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と
で
、
単
な
る
乱
暴
者
で
は
な
い
、
理
想
化
さ
れ
た
人
格
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
に
お
け
る
男
伊
達
の
役
柄
は
、
江
戸
と
い
う
土
地
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
そ
れ
自
体
江
戸
自
慢
の
種
と
な
り
、
ま
た
、
荒

事
に
準
ず
る
立
役
の
役
ど
こ
ろ
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

烏
亭
焉
馬
と
歌
舞
伎
せ
り
ふ

　

こ
う
し
た
動
き
は
、
偶
々
の
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
歌
舞
伎
が
上
方
か
ら
の
独
自
性
を
手
に
入
れ
て
い
く
、
享
保
か
ら
宝
暦
に

か
け
て
の
動
向
と
連
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
最
初
に
触
れ
た
焉
馬
の
『
年
代
記
』
に
即
し
て
そ
の
時
期
の
動
向
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
本
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
千

紗
子
氏
が
「『
花
江
都
・
歌
舞
妓
／
年
代
記
』
の
成
立
」（「
近
世
文
藝
」
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
近
世
初
の
本
格
的
歌
舞
伎
史
を
構
築
し
た
『
年
代
記
』
は
、
著
者
焉
馬
の
あ
ま
り
の
団
十
郎
贔

屓
ぶ
り
か
ら
、
団
十
郎
家
の
称
揚
を
目
的
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
江
戸
歌
舞
伎
の
特
徴
を
せ
り
ふ
の
充
実
に
見

て
、
全
編
に
せ
り
ふ
正
本
か
ら
せ
り
ふ
を
引
用
し
、
ち
り
ば
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
歌
舞
伎
の
成
長
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ

る
。
確
か
に
、
正
徳
四
年
よ
り
享
和
三
年
の
間
に
口
演
さ
れ
た
せ
り
ふ
三
十
九
種
を
配
し
た
さ
ま
は
壮
観
で
、
か
つ
無
味
乾
燥
に

な
り
が
ち
な
編
年
体
の
本
書
を
、
読
み
物
と
し
て
も
楽
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
せ
り
ふ
を
引
用
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、

人
気
を
呼
ん
だ
せ
り
ふ
に
多
く
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
せ
り
ふ
に
注
目
し
て
編
纂
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
宝
永
六

年
の
記
事
で
は
、

�　

二
代
目
団
十
郎
、
山
村
座
に
て
『
け
い
せ
い
雲
雀
山
』
久
米
の
八
郎
の
役
。
も
ぐ
さ
売
の
せ
り
ふ
大
で
き
。
此
こ
ろ
は

芝
居
四
軒
有
て
、
立
者
役
出
端
に
か
な
ら
ず
せ
り
ふ
有
し
が
、
い
つ
と
な
く
捨
り
し
を
、
団
十
郎
艾
売
の
せ
り
ふ
大
当
り

���
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に
て
、
江
戸
中
子
供
ま
で
是
を
真
似
る
。

の
よ
う
に
、
せ
り
ふ
の
大
当
り
に
は
必
ず
触
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
こ
の
記
述
は
、『
浮
世
風
呂
』
か
ら
の
引
用
�
に
見
ら
れ
る
せ

り
ふ
芸
を
回
顧
す
る
表
現
に
影
響
を
与
え
た
か
も
知
れ
な
い
部
分
で
あ
る
）。
広
瀬
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
戸
歌
舞
伎
は
寛

政
年
間
か
ら
二
度
目
の
せ
り
ふ
衰
退
期
に
入
る
の
で
、
こ
の
宝
永
年
間
か
ら
九
十
年
ほ
ど
の
間
こ
そ
、
江
戸
歌
舞
伎
が
せ
り
ふ
の

盛
行
と
と
も
に
独
自
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
寛
保
三
年
生
ま
れ
の
烏
亭
焉
馬
は
そ
の
直
中
に
半
生
を

過
ご
し
た
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
焉
馬
は
知
っ
て
い
る
せ
り
ふ
を
端
か
ら
載
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
焉
馬
が
初
め
て
団
十
郎
を
主
た
る
対
象
に

し
て
著
し
た
『
江
戸
客
気
／
団
十
郎
贔
屓
』（
天
明
九
年
刊
）
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
こ
の
書
は
、
代
々
の
団
十
郎
の
芸
歴
を
、
焉

馬
の
家
に
集
ま
っ
た
人
々
が
こ
も
ご
も
語
る
の
を
聞
き
書
き
し
た
と
い
う
形
式
を
と
る
。
こ
の
中
で
も
、
流
行
し
た
せ
り
ふ
へ
の

言
及
が
多
く
見
ら
れ
、『
年
代
記
』
の
せ
り
ふ
重
視
の
姿
勢
が
す
で
に
こ
の
頃
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
享
保
十
七
年
秋

狂
言
中
村
座
の
『
大
銀
杏
栄
景
清
』
で
、
団
十
郎
・
舛
五
郎
が
演
じ
た
か
な
り
長
い
掛
け
合
い
せ
り
ふ
「
役
者
名
所
づ
く
し
」
の

全
文
を
挙
げ
、「
此
せ
り
ふ
斗
り
で
大
当
り
大
入
り
と
年
寄
り
の
話
、
承
り
ま
し
た
」
と
結
ぶ
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
せ
り
ふ
は
『
年

代
記
』
に
も
全
文
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、『
団
十
郎
贔
屓
』
と
『
年
代
記
』
の
間
に
は
、
多
く
文
言

の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
年
代
記
』
宝
永
六
年
の
記
事
（
引
用
�
）
に
該
当
す
る
『
団
十
郎
贔
屓
』
の
記
述
は
「
其

頃
は
四
芝
居
に
て
立
物
役
者
の
出
は
に
は
必
せ
り
ふ
あ
り
し
が
い
つ
と
な
く
す
た
り
し
に
丑
の
秋
け
い
せ
い
雲
雀
山
に
く
め
の
八

郎
の
役
も
ぐ
さ
う
り
に
て
団
十
郎
艾
の
せ
り
ふ
大
に
は
や
り
て
此
時
よ
り
又
々
せ
り
ふ
は
や
り
出
す
」
と
い
う
も
の
で
、
よ
く
似

て
い
る
。『
年
代
記
』
に
、『
団
十
郎
贔
屓
』
な
ど
に
基
い
て
記
述
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
延
広
真
治
氏
が
『
日
本
古
典

文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
）「
烏
亭
焉
馬
」
の
項
で
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
『
団
十
郎
贔
屓
』
に
載
る
せ
り

ふ
が
す
べ
て
『
年
代
記
』
に
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
三
代
目
団
十
郎
に
つ
い
て
、

���
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�　
（
二
代
目
団
十
郎
の
）
養
子
舛
五
郎
、
享
保
十
三
申
年
初
舞
台
（
実
際
は
享
保
十
二
年
。『
年
代
記
』
で
は
享
保
十
二
年

の
記
事
と
し
て
載
る
。）。
祖
父
団
十
郎
﹇
才
牛
と
い
ふ
﹈
廿
五
年
忌
追
善
う
い
ろ
う
売
、
中
村
座
顔
見
世
『
八
棟
太
平
記
』

楠
正
行
の
役
。
け
し
ぼ
う
す
に
ち
か
ら
紙
半
切
大
太
刀
に
て
あ
ら
事
。
早
川
伝
四
郎
を
と
つ
て
な
げ
、
う
へ
に
の
つ
て
大

ぜ
い
を
相
手
の
せ
り
ふ
﹇
舛
五
郎
﹈「
と
を
か
ら
ん
も
の
は
て
ん
ぢ
く
れ
う
じ
ゆ
せ
ん
の
す
て
ん
へ
ん
、
大
せ
う
せ
そ
ん
し

や
か
む
に
に
よ
ら
い
の
な
つ
と
う
べ
や
で
よ
つ
く
き
け
。
近
く
は
よ
つ
て
、
さ
か
い
丁
さ
る
わ
か
勘
三
が
ま
ど
口
を
お
つ

ひ
ら
い
て
よ
つ
く
見
ろ
。
か
た
じ
け
な
く
も
び
た
つ
天
王
の
べ
う
ゑ
ひ
、
井
出
の
さ
大
じ
ん
橘
の
も
ろ
ゑ
公
の
か
う
ゐ

ん
、
か
わ
ち
の
国
の
じ
う
に
ん
、
楠
多
門
兵
衛
ま
さ
し
げ
が
ち
や
く
し
同
苗
た
て
わ
き
正
行
と
い
ふ
新
あ
ら
事
。
び
や
く

ら
い
三
代
め
の
団
十
郎
と
ほ
ゝ
う
や
ま
つ
て
申
す
」。「
な
ん
だ
お
れ
を
こ
せ
う
つ
ぶ
だ
。
そ
ん
な
ら
う
ぬ
ら
は
う
ど
ん
だ

な
。
ど
う
り
で
は
な
の
下
が
の
び
た
。
コ
リ
ヤ
や
い
、
は
り
は
ち
い
さ
く
つ
て
も
の
ま
れ
ぬ
。
さ
ん
し
や
う
は
こ
つ
ぶ
で

も
か
ら
い
。
わ
る
く
よ
つ
た
ら
く
し
ら
に
し
や
ち
ほ
こ
、
は
ら
に
あ
な
が
あ
く
べ
い
。
楠
た
て
わ
き
正
行
に
む
か
つ
て
、

い
ち
ば
ん
き
お
つ
て
見
べ
い
と
は
、
お
や
か
た
ア
ゝ
つ
か
も
な
い
」
と
江
戸
風
の
つ
ら
ね�（
注
４
）

と
、『
団
十
郎
贔
屓
』
は
、
荒
事
を
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
三
代
目
の
姿
を
詳
細
に
描
く
。
せ
り
ふ
の
部
分
は
、
せ
り
ふ
正
本

（
抱
谷
文
庫
蔵
「
せ
り
ふ
集
」
所
載
「
楠
正
つ
ら
せ
り
ふ
」
中
嶋
屋
版
）
と
比
較
す
る
と
、
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
全
体
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
年
代
記
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
引
用
し
た
せ
り
ふ
は
載
せ
ず
「
忰
升
五
郎
七

歳
。
正
行
に
て
初
ぶ
た
い
。
あ
ら
事
の
せ
り
ふ
聴
人
感
心
す
」
と
の
み
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
焉
馬
は
、
蒐
集
し
得
た
せ
り
ふ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
を
選
ん
で
『
年
代
記
』
に
載
せ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
一
定
の
方
針
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
体
の
傾
向
と
し
て
、
最
も
多
く
引
用
さ
れ
た
「
暫
の
つ
ら
ね
」
を
除
い
て
、
同

種
同
内
容
の
せ
り
ふ
は
有
名
な
も
の
で
も
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
江
戸
男
伊
達
の
「
惣
本
寺
」
助
六
の
せ
り

ふ
で
引
用
さ
れ
た
の
は
、
例
の
「
い
か
さ
ま
、
こ
の
五
丁
町
へ
脛
を
ふ
ん
ご
む
野
郎
め
ら
は
」
で
始
ま
る
名
乗
り
せ
り
ふ
で
は
な
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く
、
元
文
三
年
市
村
座
『
初�

通
曾
我
』
三
番
目
で
助
六
を
三
代
目
団
十
郎
が
演
じ
た
『
助
六
定
紋
英
』
の
出
端
の
せ
り
ふ
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
助
六
の
そ
れ
に
似
た
せ
り
ふ
は
、「
名
月
五
人
男
」
で
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
有
名
な
名

乗
り
せ
り
ふ
で
は
あ
る
が
割
愛
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
引
用
�
に
載
せ
た
雁
金
文
七
の
せ
り
ふ
に
も
見
ら
れ
る
「
近
よ
っ
て
拝

み
奉
れ
」
な
ど
、
助
六
の
名
乗
り
せ
り
ふ
は
、
男
伊
達
の
せ
り
ふ
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
決
ま
り
文
句
の
集
大
成
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

　

有
名
な
せ
り
ふ
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
取
ら
な
い
と
い
う
、
限
定
さ
れ
た
せ
り
ふ
の
引
用
に
も
関
わ
ら
ず
、
男
伊
達
の
せ
り
ふ

に
関
し
て
、『
年
代
記
』
は
一
つ
の
流
れ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
流
れ
と
は
、
先
ほ
ど
も
ふ
れ
た
男
伊
達
の
江
戸

化
で
あ
る
。
特
に
、
引
用
の
�
で
ふ
れ
た
『
名
月
五
人
男
』
を
引
い
た
あ
と
、
宝
暦
九
年
春
中
村
座
上
演
『
初
買
和
田
酒
盛
』
に

お
け
る
、
中
村
歌
右
衛
門
に
よ
る
「
大
坂
男
達
尽
の
せ
り
ふ
」、
団
十
郎
に
よ
る
「
江
戸
町
ず
く
し
の
せ
り
ふ
」
の
一
対
を
そ
の
ま

ま
引
用
し
て
い
る
部
分
は
、
上
方
で
発
生
し
た
男
伊
達
狂
言
が
江
戸
歌
舞
伎
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
象
徴
し
、『
年
代
記
』
全
編

に
お
い
て
も
山
場
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
せ
り
ふ
に
先
行
し
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、

享
保
十
四
年
中
村
座
上
演
『
扇
恵
方
曾
我
』
の
「
江
戸
町
づ
く
し
せ
り
ふ
」
を
引
用
す
る
。

�　

や
い
、
タ
ク
ワ
ン
浅
漬
け
の
切
れ
つ
ぱ
し
野
郎
。
こ
ゝ
を
ど
こ
だ
と
思
つ
て
、
荒
五
良
茂
兵
衛
様
の
前
で
、
つ
う
や
う

も
な
い
、
た
わ
言
を
つ
く
。
秩
父
殿
の
領
分
、
大
磯
化
粧
坂
が
此
所
へ
ひ
け
た
。
新
吉
原
五
町
ま
ち
、
あ
れ
あ
の
や
う
に

花
町
を
か
ざ
つ
て
、
あ
の
美
し
い
米
沢
町
を
大
坂
の
新
町
と
や
ら
と
は
、
違
つ
て
い
き
ぬ
け
で
は
な
ひ
ぞ
。
巾
着
で
も
切

つ
て
逃
げ
る
時
の
た
め
だ
。
を
し
へ
て
お
く
。
大
門
口
と
は
あ
そ
こ
の
事
。
大
門
通
り
と
は
ま
た
ち
か
う
。
和
泉
町
、
長

谷
川
町
、
田
所
町
の
軒
並
び
、
聞
こ
へ
た
か
、
聞
こ
へ
ず
ば
、
耳
の
穴
を
堀
江
町
に
し
て
、
按
針
町
け
つ
ぢ
や
う
し
て
聞

け
、
最
前
か
ら
り
の
麹
丁
は
、
ひ
の
市
兵
衛
町
と
こ
と
を
柳
原
に
あ
ひ
し
ら
へ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
勝
つ
に
乗
物
町
、
茂
兵

衛
と
一
番
し
て
み
る
か
、
し
て
み
よ
ふ
と
思
ふ
な
ら
、
女
房
子
に
ひ
ま
を
鑓
屋
町
に
し
て
、
身
代
を
畳
町
で
掛
か
れ
。
わ
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れ
と
お
れ
と
は
せ
う
じ
ん
の
鷹
に
雉
町
だ
。（
中
略
）
鵜
の
鳥
が
小
鮒
町
を
銜
へ
た
や
う
に
、
ぶ
り
し
や
り

�
駿
河
町
、

こ
ゝ
が
生
死
の
堺
丁
、
茂
兵
衛
と
し
て
み
や
う
と
は
親
方
の
あ
ゝ
つ
が
も
な
い

『
扇
恵
方
曾
我
』
で
は
二
代
目
団
十
郎
が
荒
五
郎
茂
兵
衛
を
演
じ
、
そ
れ
に
対
し
て
黒
船
忠
右
衛
門
を
大
谷
広
次
が
演
じ
て
「
大

坂
町
づ
く
し
せ
り
ふ
」
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
年
代
記
』
も
「
二
番
目
お
と
こ
だ
て
。
荒
五
郎
茂
兵
衛
に
て
、
江

戸
町
尽
し
の
せ
り
ふ
。
相
手
は
黒
船
の
忠
右
衛
門
に
大
谷
広
治
、
大
坂
下
り
の
せ
り
ふ
大
評
判
」
と
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
せ
り

ふ
の
引
用
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
町
尽
し
の
せ
り
ふ
は
当
時
こ
の
他
に
も
作
ら
れ
た
が
、
特
に
『
初
買
和
田
酒
盛
』
に
お

け
る
四
代
目
団
十
郎
の
「
江
戸
町
ず
く
し
の
せ
り
ふ
」
は
、『
扇
恵
方
曾
我
』
の
せ
り
ふ
と
共
通
点
が
多
い
。
先
に
述
べ
た
助
六
の

せ
り
ふ
の
性
格
と
同
じ
事
で
、
元
来
せ
り
ふ
は
役
者
の
創
作
と
さ
れ
、
代
々
の
役
者
は
観
客
の
期
待
に
応
え
る
た
め
む
し
ろ
積
極

的
に
先
代
の
せ
り
ふ
を
取
入
れ
て
演
じ
た
と
い
う�（
注
５
）
。
せ
り
ふ
正
本
に
も
し
ば
し
ば
本
文
が
役
者
か
ら
の
直
伝
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
る
。「
名
月
五
人
男
」
の
せ
り
ふ
正
本
（
堺
町
中
嶋
屋
版
）
末
尾
に
は
「
此
せ
り
ふ
正
本
は
市
川
団
十
良
直
之
正
本
正
銘

也
」
と
あ
り
、
引
用
�
で
触
れ
た
「
江
戸
桜
五
人
男
」
の
せ
り
ふ
正
本
（
堺
町
中
嶋
屋
版
）
末
尾
に
は
「
右
者
五
人
（
坂
田
半
五

郎
・
市
川
団
十
郎
・
市
村
竹
之
丞
・
坂
東
彦
三
郎
・
大
谷
広
次
の
こ
と
）
直
伝
之
正
本
也
」
と
あ
る
、
な
ど
で
あ
る
。
せ
り
ふ
は

役
者
独
自
の
芸
の
一
つ
で
あ
り
、
台
帳
全
体
の
性
格
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
独
特
の
肉
体
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
し

た
せ
り
ふ
の
中
で
、
江
戸
の
役
者
を
代
表
す
る
団
十
郎
が
、
男
伊
達
と
し
て
江
戸
の
町
名
を
列
挙
す
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
に
思

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
せ
り
ふ
自
体
が
江
戸
の
町
を
祝
福
す
る
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
ほ
ど

の
引
用
�
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
年
代
記
』
は
、
せ
り
ふ
衰
退
期
の
直
前
に
あ
た
る
天
明
九
年
の
記
事
で
、
中
村
座
の
春
狂
言
『
江
戸
富
士
陽
曾
我
』
か

ら
「
二
番
目
に
五
人
男
上
下
に
て
年
始
礼
の
所
花
や
か
也
」
と
し
て
、
再
び
雁
金
五
人
男
の
せ
り
ふ
を
引
用
す
る
。
曾
我
狂
言
の

配
役
は
工
藤
に
仲
蔵
、
祐
成
に
幸
四
郎
、
五
郎
時
宗
は
門
之
助
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
演
出
は
、
先
に
引
用
�
・
�
で
触
れ
た
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『
梅
若
菜
二
葉
曾
我
』
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

�　

五
人
男
年
始
の
つ
ら
ね　
　

雁
金
文
七　

高
麗
蔵　

極
印
千
右
衛
門　

門
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
袋
市
右
衛
門　

広
次　

雷
庄
九
郎　

仲
蔵　

安
の
平
兵
衛　

幸
四
郎

　

こ
ま
蔵
「
御
召
に
し
た
が
ひ
取
あ
へ
ず
。
手
染
の
上
ミ
下
モ
ひ
つ
ぱ
る
は
是
を
手
見
せ
に
御
用
の
染
も
の
」
門
之
助
「
地

は
沢
山
に
所
持
仕
り
、
現
金
安
売
正
札
附
。
出
見
せ
は
す
な
は
ち
両
替
屋
」
広
次
「
鯛
屋
鱧
や�

鯉
と
、
ほ
う
ぼ
う
の
御

間
を
あ
は
せ
る
魚
問
や
」
仲
蔵
「
魚
油
は
勿
論
白
絞
り
。
胡
麻
荏
の
油
菜
種
の
あ
ぶ
ら
榧
く
る
み
」
幸
四
郎
「
そ
の
ほ
か

乾
物
青
物
は
、
八
百
い
ろ
で
も
御
請
合
」
こ
ま
「
御
目
印
は
も
が
り
竹
、
暖
簾
に
き
つ
か
り
雁
金
文
七
」
門
「
呉
服
の
御

用
も
山
川
屋
、
両
天
秤
の
分
銅
の
印
に
極
印
千
右
衛
門
」
広
「
千
差
万
別
人
ご
ゝ
ろ
。
が
ん
ら
い
我
等
は
子
供
好
き
。
其

名
も
布
袋
市
右
衛
門
」
仲
「
市
は
も
ち
ろ
ん
か
ど
附
の
雷
門
の
油
売
そ
の
名
も
雷
庄
九
郎
」
幸
「
次
は
神
田
の
土
も
の
店
。

料
理
の
あ
ん
じ
は
安
の
平
兵
衛
」
五
人
「
年
始
の
御
祝
儀
を
ま
う
し
上
ま
す
る
」。

こ
れ
を
見
る
に
、
文
七
の
染
物
屋
、
千
右
衛
門
の
両
替
屋
、
市
右
衛
門
の
魚
屋
、
庄
九
郎
の
油
屋
、
平
兵
衛
の
八
百
屋
と
、
多
少

商
い
に
違
い
は
あ
り
、
ま
た
簡
略
で
あ
る
も
の
の
、
引
用
�
と
同
じ
よ
う
に
、
職
業
に
ち
な
む
年
始
の
祝
儀
を
述
べ
て
い
る
。
五

人
男
が
商
人
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
無
法
者
と
し
て
の
印
象
は
消
え
、
す
っ
か
り
江
戸
の
土
地
に
な
じ
ん
だ
事
が
表

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
同
時
に
少
な
く
と
も
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
せ
り
ふ
に
男
伊
達
特
有
の
荒
々
し
さ
が
見
ら
れ
な
い
。

悪
態
の
魅
力
は
消
え
、
江
戸
の
繁
栄
を
唱
う
祝
儀
性
だ
け
が
印
象
に
残
る
。

　

引
用
の
�
や
、
�
と
�
の
よ
う
に
、
同
じ
主
題
の
せ
り
ふ
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
場
合
、
焉
馬
は
、
最
も
早
い
も
の
や
、

も
っ
と
も
そ
の
趣
向
が
成
功
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
せ
り
ふ
の
歴
史
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
れ

ば
そ
う
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
、
せ
り
ふ
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
々
の
歌
舞
伎
が
持
っ
て
い
た
雰
囲
気
を
伝
え

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
�
の
せ
り
ふ
は
、
五
人
男
が
江
戸
歌
舞
伎
の
役
と
し
て
定
着
し
、
同
時
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に
せ
り
ふ
芸
が
衰
退
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
効
果
的
な
引
用
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
後
、
男
伊

達
の
せ
り
ふ
か
ら
の
引
用
は
、『
年
代
記
』
に
見
え
な
い
。

四　

烏
亭
焉
馬
と
狂
文

　

団
十
郎
を
筆
頭
に
し
た
江
戸
役
者
に
よ
る
荒
事
に
は
、
実
在
し
た
男
伊
達
の
存
在
が
背
景
に
あ
り
、
さ
ら
に
上
方
の
男
伊
達
狂

言
が
江
戸
化
し
て
い
く
過
程
で
、
男
伊
達
を
演
じ
る
役
者
に
よ
っ
て
、
江
戸
を
賛
美
す
る
よ
う
な
せ
り
ふ
、
い
わ
ば
祝
詞
が
語
ら

れ
た
。
荒
事
と
男
伊
達
と
江
戸
自
慢
が
、
せ
り
ふ
を
介
し
て
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
せ
り
ふ
と
戯
作
、
特
に
狂
文
と
の
関
係
を
述
べ
る
わ
け
だ
が
、
せ
り
ふ
を
創
作
す
る
と
き
の
発
想
法
と
、
後
の

戯
作
者
の
発
想
に
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
ま
た
ま
手
近
に
資
料
が
あ
る
も
の
で
例
を
あ
げ
よ
う
。
寛
延
四
年
市
村
座
で
上
演
さ
れ
た
『
初
花
隅
田
川
』
四
番
目
「
女
侠

東
雛
形
」
で
、
中
村
喜
世
三
郎
が
演
じ
た
嶋
の
お
か
ん
の
せ
り
ふ
に

�　

何
の
い
慮
外
な
嶋
の
お
か
ん
づ
れ
が
、
大
名
嶋
の
お
く
嶋
さ
ん
と
詰
め
開
き
を
千
筋
し
ま
と
は
も
つ
た
い
な
い
。
わ
し

や
そ
の
子
の
お
詫
び
を
菅
嶋
の
よ
は
い
も
の
を
手
ご
め
に
さ
ん
す
は
、
よ
そ
め
に
は
横
し
ま
と
、
三
浦
じ
ま
の
つ
よ
む
き

な
お
ま
へ
の
お
袖
に
す
が
つ
て
、
七
重
の
膝
を
八
丈
嶋
の
お
か
ん
を
一
ば
ん
立
嶋
と
出
て
も
ら
ひ
や
ん
し
よ

と
い
う
嶋
づ
く
し
の
せ
り
ふ
が
あ
る
。
役
名
に
ち
な
ん
で
の
こ
と
だ
が
、
実
際
は
全
て
着
物
の
縞
柄
の
名
称
を
列
挙
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
発
想
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
、
黄
表
紙
『
為
朝
が
縞
回
』（
千
差
万
別
作　

寛
政
三
年
序
）
で
あ

る
。
草
双
紙
伝
来
の
為
朝
島
廻
り
を
題
材
に
し
て
、
島
に
見
立
て
ら
れ
た
縞
柄
の
現
れ
る
よ
う
な
場
面
に
為
朝
が
居
合
わ
せ
る
と

趣
向
し
た
。
為
朝
が
廻
る
の
は
小
六
嶋
・
大
名
縞
・
八
丈
し
ま
・
郡
内
じ
ま
・
き
し
縞
・
奥
し
ま
・
上
田
じ
ま
・
小
の
川
じ
ま
・
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伊
勢
じ
ま
・
さ
ん
と
め
じ
ま
・
手
長
し
ま
で
、
せ
り
ふ
に
出
る
縞
柄
の
名
と
重
な
る
の
は
三
種
に
過
ぎ
ず
、
せ
り
ふ
か
ら
直
接
こ

の
黄
表
紙
が
発
想
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
が
、
嶋
か
ら
縞
を
連
想
し
、
当
時
通
用
し
て
い
た
縞
柄
の
名
を
列
挙
す
る
と
い
う
趣

向
は
、
全
く
同
一
で
あ
る
。（
な
お
、
こ
の
『
初
花
隅
田
川
』
の
せ
り
ふ
は
、
元
文
二
年
市
村
座
上
演
『
今
昔
俤
曾
我
』
に
お
い
て

五
月
か
ら
演
じ
ら
れ
流
行
し
た
と
し
て
『
年
代
記
』
が
引
用
す
る
、
嶋
の
勘
左
衛
門
の
「
嶋
づ
く
し
の
せ
り
ふ
」
を
女
伊
達
に
応

用
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
郡
内
縞
も
登
場
す
る
が
、
長
い
せ
り
ふ
な
の
で
こ
こ
で
の
引
用
は
控
え
た
）。

　
「
〜
尽
し
」
は
戯
作
で
い
え
ば
吹
寄
せ
の
趣
向
に
通
じ
る
。
ま
た
、
せ
り
ふ
と
戯
作
は
と
も
に
見
立
て
の
発
想
に
多
く
拠
っ
て
い

る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
天
明
狂
歌
運
動
の
最
中
に
創
作
さ
れ
た
天
明
期
の
狂
文
は
、
折
か
ら
隆
盛
で
あ
っ
た
戯
作
と
の
関
わ

り
が
深
く
、
同
時
に
、
発
想
だ
け
で
な
く
文
体
上
で
も
歌
舞
伎
せ
り
ふ
と
の
類
縁
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
そ

こ
で
、
烏
亭
焉
馬
が
参
加
し
た
『
老
莱
子
』
と
『
狂
文
宝
合
記
』
の
二
つ
の
書
に
、
そ
の
様
相
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。　

　
『
狂
歌
・
狂
文
／
老
莱
子
』（
広
告
の
角
書
は
「
狂
詩
・
狂
文
」）
は
、
大
田
南
畝
の
母
六
十
の
賀
と
し
て
天
明
三
年
三
月
二
十
四

日
、
目
白
坂
大
黒
屋
で
の
祝
宴
に
寄
せ
ら
れ
た
、
狂
歌
師
・
戯
作
者
そ
の
他
か
ら
の
狂
歌
・
狂
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
天
明
四

年
正
月
、
蔦
屋
重
三
郎
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。「
序
」・「
説
」
な
ど
が
題
名
に
含
ま
れ
、
従
来
の
漢
文
由
来
の
狂
文
、
あ
る
い
は

俳
文
と
通
じ
る
狂
文
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
本
の
特
徴
は
、
当
時
の
薄
物
と
言
わ
れ
た
小
出
版
物
な
ど
を
形
態
ご
と
も
じ
っ
た
作

品
が
多
い
点
で
あ
る
。
謡
本
・
狂
言
本
・
古
浄
瑠
璃
正
本
や
、
草
双
紙
・
御
神
籤
・
料
理
献
立
な
ど
そ
の
種
類
は
多
岐
に
わ
た
る
。

そ
の
中
で
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
と
関
係
す
る
の
は
、
ま
ず
松
本
大
七
・
八
百
蔵
・
尾
上
松
助
に
よ
る
「
鸚
鵡
石
」
の
も
じ
り
が
あ
る
。

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
算
木
有
正
に
よ
る
「
袋
尽　

寿
多
く
の
せ
り
ふ
」
も
、
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

�　
（
前
略　

内
容
は
歳
事
の
袋
尽
し
）
五
さ
ん
か
さ
ん
の
差
引
師
走
。
そ
こ
が
か
ん
に
ん
袋
な
り
。
銭
ぶ
く
ろ
。
金
ふ
く

ろ
。
金
龍
山
は
日
本
市
。
舛
屋
が
な
だ
い
。
火
打
袋
。
ま
け
た

�
と
上
ヘ
を
下
タ
。
煤
払
の
か
ん
ぶ
く
ろ
。
雪
の�
河��
豚�

ふ 

ぐ

���
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�
汁�
ふ
く
ろ
た
び
な
れ
ば
一
夜
。
竹
袋
。
地
名
に
袋
井
・
小
袋
坂
。
ふ
く
ろ
番
町
。
袋
谷
。
ふ
く
ろ
な
ら
ざ
る
所
な
し
。
あ

じ
るめ

つ
ち
袋
一
流
に
。
弓
は
袋
に
。
お
さ
ま
れ
る
。
御
代
は
。
千
秋
ば
ん
袋
。
御
袋
様
を
。
延
命
袋
尽
ぬ
た
め
し
の
袋
づ
く

し
て
。
あ
り
ん
す
と
。
ホ
ヽ
ヽ
ン
よ
い
と
こ
な
り

�

　
　

天
明
三
歳
年
有
政
す
た

�
書
て
わ
る
い
所
は
か
ん
に
ん
袋
や
よ
い

�
と
御
評
判

こ
れ
は
、
す
た
す
た
坊
主
の
文
句
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
随
筆
『
只
今
御
笑
草
』
に
「
よ
い
と
こ
也
」
で
終
る
す
た
す
た
坊

主
の
文
句
を
載
せ
て
「
其
外
に
も
よ
い
と
こ
尽
し
を
し
や
べ
り
も
の
し
て
、
門
々
を
お
ど
り
あ
る
け
り
」
と
す
る
。
も
と
も
と

「
〜
尽
し
」
の
文
句
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
ん
が
れ
や
祭
文
な
ど
門
付
け
芸
の
文
句
は
、
歌
舞
伎
の
劇
中
に
取
入
れ
ら
れ
、
せ
り
ふ

芸
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
国
会
図
書
館
蔵
の
『
せ
り
ふ
』（
所
蔵
番
号
わ
―
百
二
十
）
に
は
早
口
祭
文
（「
女

郎
の
願
立
て
」
な
ど
）
の
正
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
袋
尽
し
も
、
門
付
け
芸
の
詞
章
を
も
じ
っ
て
書
き
記
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
や
は
り
せ
り
ふ
正
本
の
、
形
態
を
も
含
め
た
も
じ
り
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
は
腮
長
馬
貫
に
よ
る
「
ち
よ
ぼ

く
れ
」
も
同
様
で
、「
夕
べ
も
聞
ね
へ
よ
ん
が
な
夜
ひ
と
よ
よ
ん
だ
り
書
た
り
よ
ん
だ
り
（
中
略
）
四
方
の
山
々
め
で
た
い
こ
ん
だ

に
あ
や
か
り
も
の
だ
に
ホ
ウ
イ

�
」
と
い
っ
た
文
章
は
、
定
型
の
文
句
を
取
っ
た
だ
け
で
な
く
、
せ
り
ふ
芸
と
し
て
も
じ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

焉
馬
は
こ
こ
に
『
袋
つ
く
し
ほ
め
こ
と
ば
』
を
寄
せ
て
い
る
。
次
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

�　
�
蛙
有
曲
井
不
知
蒼
海
寛�
、
ご
ま
め
の
と
ゝ
ま
じ
り
、
お
た
ま
杓
子
も
目
高
の
な
か
ま
、
し
つ
ほ
が
お
ち
る
と
い
た
づ

か
い
る
き
よ
く
せ
い
に
あ
り
そ
う
か
い
の
ひ
ろ
き
を
し
ら
す

ら
に
啼
や
蛙
の
哥
袋
、
お
ろ
か
な
る
を
も
思
ひ
入
ば
や
と
、
狂
文�
今��
日��
歌�
の
そ
の
中
へ
、
袋
に
よ
す
る
ほ
め
こ
と
ば
を
四

け 

う 

か

方
の
主
人
の
頼
に
ま
か
せ
、
わ
る
ひ
所
を
か
ん
に
ん
袋
は
五
両
の
ね
だ
ん
、
や
す
ひ
も
ん
じ
ゆ
の
ち
ゑ
袋
を
、
は
た
け
ど

へ
ち
ま
の
だ
ん
袋
、�
嚢
中
自
銭�あ
り
と
は
さ
ゐ
わ
い
有
や
、
吾
朝
に
も�
日
本
武�
の
み
こ
と
東
夷
せ
い
ば
つ
の
御
時
、�

夷�

の
う
ち
う
お
の
づ
か
ら
せ
ん 

や
ま
と
だ
け 

ゑ
び
す

か
れ
野
に
火
を
か
け
し
に
、
剱
を
ぬ
ひ
て
草
を
な
ぎ
、�
倭
姫�
よ
り
た
ま
ふ
袋
を
ひ
ら
き
、
む
か
い
火
を
打
出
し
、
つ
ゐ
に

や
ま
と
ひ
め

���
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夷
を
た
い
ら
げ
給
ふ
。
是
火
打
袋
の
は
じ
め
に
し
て
、
し
わ
ひ
親
仁
が
金
袋
、
し
つ
か
り
握
つ
た
大
黒
の
袋
は
た
か
ら
の

置
所
。
ほ
て
い
は
袋
に
よ
り
か
ゝ
り
、
か
ら
子
を
入
る
は
ぬ
か
袋
、
い
つ
も
か
は
ら
ず
徳
若
に
万
歳
袋
は
才
若
が
、
あ
と

か
ら
こ
づ
け
に
ま
つ
ち
や
ら
こ
ち
や
ら
、
こ
そ
く
さ
い
日
や
ぶ
入
の
で
つ
ち
が
さ
げ
た
は
壱
斤
袋
、
は
ら
つ
袋
を
氷
の
う

へ
、
魚
を
取
得
し
王
祥
よ
り
、
四
方
の
赤
良
の
酒
袋
は
誠
に
孝
や
六
十
の
賀
、
八
十
八
の
よ
ね
袋
、
百
袋
と
は
ま
わ
た
の

や
す
売
、
千
万
袋
に
ゑ
ん
命
、
子
ぶ
く
ろ
孫
ひ
こ
、
そ
ろ
ふ
と
御
ふ
く
ろ
様
の
、
と
の
ひ
袋
は
源
氏
の
傳
、
弓
は
袋
に
治

る
御
代
、
今
日
歌
の
大
會
前
代
み
も
ん
の
ほ
め
こ
と
ば
、
か
う
も
あ
ら
ふ
か

　
　

是
は
マ
ア
あ
ん
ま
り
人
を
茶
袋
と
わ
ら
ひ
給
は
し
お
く
わ
し
袋
よ

　

と
ほ
ゝ
う
や
ま
つ
て
申
す

歌
舞
伎
の
誉
め
言
葉
も
正
本
が
出
版
さ
れ
た
の
で�（
注
６
）
、
こ
れ
も
せ
り
ふ
正
本
の
も
じ
り
と
考
え
て
よ
い
。
最
初
に
簡
単
な
漢
文

を
引
用
す
る
と
こ
ろ
、
袋
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
和
漢
に
わ
た
り
引
用
す
る
こ
と
、
最
後
の
決
ま
り
文
句
ま
で
、
全
体
の
構
成
は
い

か
に
も
せ
り
ふ
ら
し
く
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
後
半
の
七
五
調
は
せ
り
ふ
の
調
子
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
。
誉
め
言
葉

の
一
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
。
宝
暦
五
年
市
村
座
上
演
『�

愛
護
曾
我
』
で
濡
髪
長
五
郎
を
演
じ
た
大
谷
広
次
を
、
神
田
住
の

「
う
き
世
与
三
郎
」
が
誉
め
た
せ
り
ふ
（
泉
屋
権
四
郎
版
正
本
）
で
あ
る
。

�　
　

松
づ
く
し　

ほ
め
こ
と
ば

　

と
う
ざ
い

�
。
松
か
う
。
し
ば
ら
く
。
四
海
波
。
打
お
さ
ま
り
し
。
寄
太
鼓
。
幕
の
定
紋
橘
の
。
千
代
も
か
は
ら
ぬ
。

松
の
葉
の
。
と
き
に
大
谷
。
相
生
の
。
あ
い
ご
の
若
松
大
当
り
。
世
界
に
広
次
と
。
は
び
こ
り
て
。
そ
れ
松
は
さ
ん
じ
て

百
千
朝
の
勢
た
り
一
ト
言
い
ふ
て
は
花
松
の
。
御�
粧�
は
光
松
。
天
。
唐
松
は
。
い
ざ
し
ら
ず
。
二
本
松
で
の
名
人
と
。

よ
そ
ほ
ひ

げ
に
や
若
き
も
老
松
も
。
お
ひ
じ
り
様
も
羽
衣
を
。
松
に
ぬ
ぎ
捨
う
て
う
て
ん
。
け
さ
か
け
松
か
ら
見
物
に
。
桟
敷
。
中

の
間
。
き
り
お
と
し
。
き
つ
し
り
長
範
物
見
の
松
。
ゆ
る
ぎ
の
松
も
な
ら
ば
こ
そ
。
む
れ
高
松
の
汗
を
ふ
き
。
皆
門
松
に

こ
だ
か
ら

���
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市
を
な
し
。
い
り
は
大
入
リ
安
宅
の
松
。
我
唐
崎
と
。
見
越
松
。
秦
の
始
皇
の
御
爵
に
。
あ
づ
か
る
松
の
。
葉
も
茂
り
。

雨
に
濡
髪
長
五
郎
。
ず
つ
と
出
松
と
や
つ
が
れ
も
。
か
ほ
赤
松
の
酔
ま
ぎ
れ
。
誉
こ
と
ば
と
は
。
気
の
し
れ
ぬ
。
ふ
と
い

麻
布
の
一
本
松
。
そ
れ
は
。
ふ
つ
つ
と
沖
の
松
。（
中
略
）�
生�
の
松
風
。
ふ
き
や
町
。
市
村
栄
へ
て
住
吉
の
。
岸
の
姫
松
。

い
き

曽
根
の
松
。
三
ン
蓋
松
の
。
末
葉
ま
で
。
お
と
ら
ぬ
君
の
立
す
が
た
。
道
風
佐
理
も
日
の
も
と
の
。
狩
野
も
。
さ
ら
り

と
。
筆
捨
松
。
狂
言
な
か
ば
に�
松��
瀝�
や
つ
と
。
松
露
も
し
れ
ぬ
。
つ
ら
ね
ご
と
。
枝
の
。
長
こ
と
。
長
口
上
。
松
ぴ
ら
御

や 

に

免
と
。
ほ
ゝ
う
や
松
て
申
す

焉
馬
の
文
章
は
、
誉
め
言
葉
の
も
じ
り
と
い
う
よ
り
、
せ
り
ふ
の
作
法
に
従
っ
て
、
新
し
い
せ
り
ふ
を
作
っ
た
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
引
用
�
の
有
政
の
文
章
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
戯
作
と
せ
り
ふ
は
発
想
に
於
い
て
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
言
っ
た
が
、
引
用
�
で
見
た
せ
り
ふ
を
も
じ
る
せ
り
ふ
に
よ
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
せ
り
ふ
は
最
初
か
ら
戯
作
に
通
じ
る

言
語
遊
技
の
性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
形
式
を
利
用
し
て
言
語
遊
技
を
試
み
て
も
、
結
局
新
た
な
せ
り
ふ
を
書
く
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
焉
馬
は
「
狂
文
今
日
歌
の
そ
の
中
へ
、
袋
に
よ
す
る
ほ
め
こ
と
ば
を
四
方
の
主
人
の
頼
に
ま
か
せ
」
と
断
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
、
こ
の
文
章
を
狂
文
体
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
せ
り
ふ
正
本
の
も
じ
り
と
し
て
提
示
し
て

い
る
の
か
定
か
で
な
い
。
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
狂
文
は
書
け
な
い
が
、
せ
り
ふ
を
真
似
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
依
頼
に
答
え
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
狂
文
宝
合
記
』
を
取
り
上
げ
る
。
天
明
三
年
四
月
二
十
五
日
、
江
戸
両
国
柳
橋
の
河
内
屋
で
開
か
れ
た
「
宝
合
の
会
」

に
は
、
狂
歌
師
や
戯
作
者
が
、
宝
に
こ
じ
つ
け
た
物
を
持
ち
寄
り
、
ま
た
狂
文
を
寄
せ
た
。
会
の
記
録
と
し
て
同
年
七
月
に
刊
行

さ
れ
た
の
が
『
狂
文
宝
合
記
』（
上
総
屋
利
兵
衛
な
ど
版
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
載
る
文
章
を
見
る
に
、『
老
莱
子
』
よ
り
も
狂
文
と

い
う
文
体
の
特
徴
が
固
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
が
同
時
に
、
先
行
文
芸
か
ら
形
態
や
詞
章
を
借
り
る
こ
と
も

���
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引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
平
秩
東
作
の
書
い
た
凡
例
に
「
或
ハ
勢
（
イ
キ
ヲ
ヒ
、
以
下
、
括
弧
内
の
片
仮
名
は
振
仮
名
だ
が
左
訓
が

あ
る
場
合
／
の
後
に
記
す
）
ヲ
戯
場
（
ゲ
ジ
ヤ
ウ
／
シ
バ
ヰ
）・
雑
劇
（
ザ
ツ
ゲ
キ
／
カ
ブ
キ
）
ノ
態
（
タ
イ
／
ワ
ザ
）
ニ
仮
（
カ
）

リ
。
或
ハ
調
ヲ
妓
謡
（
ギ
ヨ
ウ
／
ハ
ウ
タ
）・
優
曲
（
ユ
ウ
キ
ヨ
ク
／
ジ
ヤ
ウ
ル
リ
）
ノ
譜
（
フ
／
モ
ン
ク
）
ニ
采
（
ト
）
ル
」
と

認
め
る
通
り
で
あ
る
。

　

浜
辺
黒
人
に
よ
る
「
宝
尽
し
世
理
賦
」
に
お
い
て
は
、
宝
自
体
が
せ
り
ふ
正
本
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
。
文
章
も
全
体
に
せ
り

ふ
の
構
成
や
文
体
を
模
し
て
い
る
。

�　

た
か
ら

�
。
た
か
ら
は
代
々
の
宝
に
し
て
さ
ら
に
一
人
の
宝
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
禹
に
九
鼎
あ
り
。
殷
周
に
伝
国
の

玉
璽
あ
り
。
我
日
の
本
に
は
い
や
高
き
三
種
の
神
宝
。
八
坂
瓊
の�
五
十
箇��
御
統�
。
剣
は
と
つ
か
も
内
侍
所
の
御
か
ゝ
み
。

い
を
つ
み 

す
ま
る

く
も
ら
ぬ
御
代
の
か
ん
た
か
ら
。
伝
へ

�
し�
大
八
洲�
。
お
ゝ
ん
た
か
ら
と
は
百
性
の
ほ
め
こ
と
葉
。�
千��
五��
百�
商
人
こ
が

お
ほ
や
し
ま 

ち 

い 

を

ね
の
宝
。
い
ふ
も
さ
ら
也
十
露
盤
の
。
玉
に
瑕
な
き
七
珍
万
宝
。
七
ち
ん
が
一
心
も
つ
て
宝
と
す
。（
中
略
）千
秋
万
ぜ
い

万
々
歳
の
宝
合
と
ホ
ヽ
う
や
ま
つ
て�
云�
。

も
う
す

自
作
の
正
本
を
宝
と
す
る
趣
向
な
の
だ
か
ら
当
然
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
せ
り
ふ
と
し
て
歌
舞
伎
の
舞
台
に
乗
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
。
先
の
『
老
莱
子
』
の
例
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
、
盃
の
米
人
に
よ
る
「
む
ば
玉
の
弁
」
の
よ
う
に
「
狂
歌
連
の
も
の
は
音

に
も
聞
け
、
近
く
ば
寄
つ
て
め
ざ
す
も
し
ら
ぬ
お
さ
き
ま
つ
暗
」
と
、
名
乗
り
せ
り
ふ
の
形
を
と
る
も
の
や
、
宝
の
来
由
を
語
る

文
な
の
だ
か
ら
当
た
り
前
だ
が
、
糟
句
斎
入
道
余
丹
坊
に
よ
る
「
曾
我
の
と
き
む
ね
か
ら
も
の
ゝ
鞭
并
色
紙
」
の
「
此
鞭
の
ゆ
ら

い
を
尋
る
に
（
中
略
）
す
た

�
坊
主
は
狂
文
か
と
、
ハ
ヽ
、
誤
て
白
」
の
よ
う
に
、
物
の
由
来
を
語
る
調
子
な
ど
、
せ
り
ふ
に

よ
く
出
る
言
葉
や
口
調
を
用
い
た
も
の
な
ど
、
確
か
に
せ
り
ふ
と
関
わ
る
狂
文
は
多
い
。

　
「
都
鳥
一
巻
」
と
題
す
卯
原
季
無
の
狂
文
に
「
す
ぐ
に
都
の
北
し
ら
川
吉
田
の
さ
と
に
ふ
と
は
し
ら
、
既
に
角
力
ぞ
は
じ
ま
り
け

る
。
抑
二
人
の
若
者
は
、
も
と
よ
り
互
角
の
大
力
に
て
、
す
ま
ふ
の
て
に
を
は
腰
お
れ
も
な
づ
み
の
河
の
河
よ
ど
の
、
鴨
の
入
首

���
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鴫
立
沢
、
鴫
の
羽
が
へ
し
百
羽
掻
、
百
手
を
く
だ
い
て
取
ツ
た
り
け
り
。
其
時
な
り
平
、
梅
若
を
目
よ
り
も
高
く
さ
し
上
て
、
あ

り
や
な
し
や
と
こ
と
と
ふ
う
ち
、
は
た
と
懸
た
る
は
し
と
足
、
赤
沢
山
や
端
午
の
節
、
か
し
は
が
峠
の
む
し
か
へ
し
、
場
中
へ
ど

う
と
投
出
せ
ば
、
舟
こ
ぞ
り
て
ほ
め
に
け
る
」
と
あ
る
。
こ
の
文
全
体
は
、
業
平
・
梅
若
と
い
う
相
撲
取
り
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

で
、『
伊
勢
物
語
』・
謡
曲
『
隅
田
川
』
の
面
影
を
写
す
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
相
撲
の
場
面
が
こ
と
に
曾
我
狂
言
で
演
じ

ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
言
葉
も
せ
り
ふ
か
ら
取
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。　

宝
暦
五
年
市
村
座
上
演
『��

�
』（
東

洋
文
庫
『
宝
暦
年
間
せ
り
ふ
』
所
収
）
に
見
え
る
行
司
に
扮
し
た
菊
五
郎
の
せ
り
ふ
に

�　
（
前
略
）
東
の
か
た
や
の
大
関
河
津
の
三
郎
祐
安
、
西
の
か
た
や
の
大
関
、
股
野
の
五
郎
景
尚
、
力
り
や
う
と
、
こ
う
し

や
を
も
つ
て
、
こ
ん
日
の
、
は
れ
ず
ま
ふ
、
た
が
い
に
、
手
練
の
手
を
く
だ
き
、
ひ
き
す
て
、
お
ひ
な
げ
、
か
い
な
ぞ
り
、

や
が
ら
よ
つ
が
ひ
、
ひ
さ
や
く
ら
、
む
す
べ
ば
す
て
ゝ
投
れ
ば
か
け
、
か
く
れ
は
、
は
づ
し
、
い
れ
ば
、
あ
ま
す
、�
踏
歌�
た
う
か

の
せ
ち
会
の
鶏
あ
わ
せ
、
い
さ
む
こ
ゝ
ろ
は
、
は
る
ご
ま
の
た
ち
と
ゞ
め
ぬ
る
、
ふ
ぜ
い
に
て
、
四
十
八
手
も
、
な
を
た

ら
で
、
も
ゝ
手
を
く
だ
い
て
、
と
り
む
す
び
ま
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る
が
、（
後
略
）

と
あ
り
、
あ
る
い
は
寛
延
二
年
市
村
座
顔
見
世
『
頼
朝
軍
配
鑑
』
の
「
赤
沢
山
す
ま
ふ
づ
く
し
か
け
合
せ
り
ふ
」（
都
立
中
央
図
書

館
『
浄
瑠
璃
せ
り
ふ
』
所
収
）
に
は

�　

ひ
（
＝
大
谷
広
次　

河
津
の
三
郎
）「
ひ
き
す
て
お
い
な
げ
」
介
（
＝
中
村
助
五
郎　

又
の
ゝ
五
郎
）「
か
い
な
ぞ
り
」

ひ
「
そ
り
に
そ
つ
た
る
其
刀
を
（
中
略
）
は
て
さ
て
見
事
な
ざ
し
り
や
う
な
。
め
ぬ
き
は
か
も
の
い
れ
く
び
」
介
「
こ
し

く
る
ま
」
ひ
「
く
る
ま
げ
ほ
り
に
ふ
ち
か
し
ら
は
し
ぎ
の
は
が
へ
し
」
介
「
む
か
ふ
す
け
」
ひ
「
や
は
ら
」
介
「
四
つ
が

い
」
ひ
「
ひ
ざ
や
ぐ
ら
」
介
「
ひ
ね
り
、
つ
ま
ど
り
」
ひ
「
と
り

�
に
」
介
「
四
十
八
手
は
な
を
た
ら
ず
」
ひ
「
百
手

を
く
だ
い
て
と
つ
た
り
け
り
」

と
、
刀
を
詮
議
す
る
と
い
う
物
語
の
要
素
が
相
撲
の
縁
語
を
使
う
形
で
表
現
さ
れ
た
せ
り
ふ
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
引
用
�
に
見
ら

か
し
は
が
た
う
け
き
ち
れ
い
の
す
ま
ふ

樸
　
峠
吉
例
相
撲
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れ
た
技
法
に
通
じ
る
。
こ
の
相
撲
の
せ
り
ふ
も
ま
た
、『
曾
我
物
語
』
を
世
界
と
す
る
芝
居
に
お
い
て
、
受
け
継
が
れ
変
化
し
な
が

ら
繰
り
返
さ
れ
る
せ
り
ふ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。「
百
手
を
く
だ
い
て
」
の
部
分
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
ま
た
、
技
の
名
尽
し
の
技
巧

も
共
通
す
る
。
そ
う
し
た
引
き
継
が
れ
て
い
る
部
分
を
「
都
鳥
一
巻
」
は
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
四
方
赤
良
と
朱
楽
菅
江
に
よ
る
「
子
宝
の
序
」
中
の
「
む
だ
つ
ど
ひ
な
ぞ
ら
へ
系
図
」
が
、
明
和
六
年
中
村
座
上

演
『
曾
我��

�
愛
護
若
松
』
の
三
番
目
に
出
た
浄
瑠
璃
「�

」
の
詞
章
を
も
じ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
注
釈
さ

れ
て
い
る�（
注
７
）
。
こ
れ
も
寛
延
元
年
中
村
座
上
演
『
女
文
字
平
家
物
語
』
中
の
「
も
ん
さ
く
め
つ
た
け
い
づ
せ
り
ふ
」（
都
立
中
央

図
書
館
蔵
『
浄
瑠
璃
せ
り
ふ
』
所
収
正
本
の
表
題
、『
歌
舞
伎
年
表
』
で
も
こ
れ
に
つ
い
て
「
文
作
白
拍
子
の
由
来
の
ツ
ラ
ネ
セ
リ

フ
・
舞
」
と
す
る
）
や
、
明
和
八
年
中
村
座
上
演
『
倭
花
小
野
五
文
字
』
一
番
目
五
立
目
の
「
雪
花
喩
系
図
」（
東
京
芸
大
蔵
『
長

唄
正
本
集
』
所
収
正
本
の
表
題
）
な
ど
に
共
通
の
詞
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
表
題
な
ど
か
ら
、
や
は
り
せ
り
ふ
と
し

て
語
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
同
型
の
せ
り
ふ
を
使
う
こ
と
で
、「
都
鳥
一
巻
」
の
場
合
と
同

様
、
読
者
に
わ
か
り
や
す
い
も
じ
り
と
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
『
老
莱
子
』
の
場
合
と
違
っ
て
、
一
応
せ
り
ふ
の
単
な
る
模
倣
か

ら
は
脱
し
た
形
を
示
し
て
い
る
。

五　

焉
馬
の
『
太
平
楽
記
文
』
と
せ
り
ふ

　

そ
う
し
た
中
で
、
烏
亭
焉
馬
は
、
落
語
中
興
の
契
機
と
評
価
さ
れ
る
『
太
平
楽
巻
物
』
を
披
講
し
た
。
太
平
楽
、
つ
ま
り
悪
態

に
満
ち
た
侠
者
の
口
調
を
写
し
た
一
人
称
の
語
り
を
用
い
、
髪
結
い
床
で
若
者
が
吉
原
で
遊
ん
だ
次
第
を
物
語
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
そ
の
語
り
の
前
に
、
悪
態
に
つ
い
て
解
説
し
た
前
書
き
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
せ
り
ふ
と
の
関
連

を
述
べ
た
い
。『
太
平
楽
巻
物
』
は
、
前
書
き
・
語
り
の
部
分
と
も
に
、
せ
り
ふ
の
模
倣
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
特
に
前
書
き

も
や
う

し
ら
び
や
う
し
な
ぞ
ら
へ
け
い
づ

弾
　
准
系
図
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の
部
分
は
そ
の
内
容
や
表
現
に
せ
り
ふ
と
の
深
い
関
係
を
見
て
取
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。『
太
平
楽
巻
物
』
は
『
狂
文
宝
合

記
』
に
本
文
が
載
ら
な
い
が
、
焉
馬
が
そ
の
時
披
講
に
用
い
た
原
本
が
現
存
し
て
い
る
（
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
三
巻
本
の
内
の

上
巻
に
あ
た
る
も
の
）。
ま
た
別
に
天
明
四
年
に
は
単
独
の
刊
行
物
と
し
て
上
総
屋
利
兵
衛
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
が
、
巻
物
と
は

文
章
に
異
同
が
あ
る
。
今
回
は
宝
合
会
で
披
講
さ
れ
た
『
太
平
楽
巻
物
』
を
本
文
と
し
、
特
に
『
太
平
楽
巻
物
』
の
翻
刻
・
解
説

を
収
め
る
延
広
真
治
氏
『
落
語
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
』（
平
凡
社
）
を
参
考
に
し
た
。

　

さ
て
、
前
書
き
の
内
容
を
順
に
見
て
い
く
と
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。（
１
）
東
方
朔
の
事
績
を
示
す
漢
文
。
こ
れ
は

『
蒙
求
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
延
広
真
治
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
２
）
東
方
朔
を
太
平
楽
の
始
め
と
す
る
和
文
。

以
下
す
べ
て
和
文
。（
３
）
漢
の
高
祖
も
悪
態
を
つ
い
た
こ
と
。（
４
）『
竹
取
物
語
』
に
「
か
ぐ
や
姫
て
ふ
大
盗
人
の
や
つ
が
人
を

こ
ろ
さ
ん
と
す
る
也
け
り
」
と
い
う
悪
態
が
見
え
る
こ
と
。（
５
）
武
士
の
悪
態
と
し
て
『
平
家
物
語
』（
巻
十
一
）
の
「
八
島
の

こ
と
ば
た
ゝ
か
ひ
」
を
紹
介
し
、「
乞
食
野
郎
」「
盗
人
野
郎
」
と
い
う
罵
り
の
例
と
す
る
。（
６
）「
今
四
ッ
の
海
し
つ
か
な
る
御

代
に
い
た
り
て
は
」
喧
嘩
口
論
は
野
暮
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
遣
り
手
は
「
餓
鬼
ど
も
」
と
禿
を
叱
り
、
馬
子
は
「
べ
ら
ぼ
う

や
ら
う
」
と
馬
を
罵
り
、
子
供
達
は
「
は
つ
つ
け
や
ら
う
」「
は
つ
つ
け
が
も
の
を
い
ふ
も
の
か
」、「
獄
門
や
ら
う
」「
お
れ
が
ご

く
も
ん
な
ら
う
ぬ
も
ご
く
も
ん
だ
」
な
ど
と
応
酬
し
、
船
頭
同
士
は
「
ま
ち
や
ァ
が
れ
」
と
叫
び
な
が
ら
す
れ
違
う
。（
７
）
現
在

狂
歌
が
流
行
す
る
こ
と
。
そ
の
部
分
を
以
下
全
て
引
用
す
る
。「
此
ご
ろ
狂
歌
さ
か
ん
に
は
や
り
て
、
日
終
夜
あ
か
し
、
烏
か
鳴
あ

づ
ま
の
か
た
に
三
十
ひ
と
も
し
、
ね
ぎ
も
出
家
も
屋
舗
も
ま
ち
も
つ
と
ひ
集
れ
ば
、
質
屋
に
な
く
鶯
茶
の
袷
を
着
、
根
津
を
そ
ゝ

つ
て
か
い
る
我
々
ま
て
、
い
つ
れ
か
た
は
れ
う
た
よ
ま
ざ
ら
ん
」。（
８
）
宝
合
に
つ
い
て
、
ま
た
、『
太
平
楽
巻
物
』
に
つ
い
て
の

説
明
。
引
用
は
同
前
。「
は
た
宝
合
と
な
ん
号
し
て
太
平
に
楽
ん
と
、
宿
録
は
竹
杖
の
為
軽
、
寄
親
は
四
方
の
赤
良
、
あ
け
ら
館

公
。
店
か
し
ら
は
本
の
木
網
、
宿
屋
の
飯
盛
。
し
り
も
ち
は
鹿
津
部
の
真
顔
、
か
ぼ
ち
や
の
元
成
な
ん
ど
、
不
侫
に
狂
文
の
こ
の

め
と
も
、
元
よ
り
一
升
入
の
ふ
く
べ
も
お
と
や
か
ま
し
く�
打
捨�
て
、
手
で
水
の
み
の
て
う
な
ご
ん
す
み
か
ね
も
銭
金
に
お
わ
れ
、

�
�
�
�
�
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あ
く
た
ひ
は
お
江
戸
の
花
太
平
楽
の
巻
物
と
題
し
て�
考�
へ
れ
と
、
唐
人
の
太
平
は
切
落
へ
お
ち
ず
、
通
人
の
太
平
は
洒
落
本
に
委

�
�
�

し
、
お
ど
げ
払
つ
て
ま
た
は
ら
つ
て
、
た
か
ま
が
原
の
び
ん
ぼ
う
神
、
か
つ
た
い
せ
う
り
や
う
し
び
と
や
ら
う
の
あ
く
た
ひ
は
、

�
古��
物�
な
れ
共
見
た
お
し
も�
直�
に
ふ
ま
ず
、
し
か
あ
り
と
て
や
み
な
ん
も
ほ
ひ
な
く
、
お
さ
き
ま
つ
く
ら
こ
け
お
ど
し
に
張
込
ん
と
、

��

�
��

�

し
ゆ
こ
ふ
は
な
に
は
の
男
達
で
は
な
け
れ
ど
、
橋
つ
め
ま
で
出
て
見
れ
ば
」。
前
書
き
は
こ
こ
ま
で
で
、
す
ぐ
続
け
て
「
廿
四
五
な

若
イ
者
が
か
み
ゆ
ひ
所
へ
は
い
り
な
が
ら
、『
親
方
ま
た
こ
む
か
、
一
ッ
か
二
ッ
な
ら
ま
つ
て
い
べ
い
』」
と
語
り
の
部
分
に
直
接

繋
が
っ
て
い
く
。

　
（
１
）
で
漢
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
せ
り
ふ
で
も
冒
頭
に
漢
文
を
含
め
た
古
典
籍
を
引
用
す
る
の
は
よ
く
あ
る
形
で
あ
る
。

「
暫
」
の
つ
ら
ね
に
よ
く
引
か
れ
る
「
東
夷
南
蛮
北
荻
西
戎
」
が
そ
の
代
表
例
で
あ
り
、
ま
た
、
焉
馬
も
引
用
�
の
誉
め
言
葉
で

そ
の
形
を
と
っ
た
。
次
に
（
２
）
と
（
３
）
は
中
国
の
事
例
を
挙
げ
、（
４
）
と
（
５
）
で
日
本
に
お
け
る
古
典
的
な
事
例
を
挙
げ

る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
か
ら
日
本
へ
と
事
物
の
由
来
を
説
き
つ
つ
話
が
展
開
す
る
形
も
、
せ
り
ふ
の
類
型
で
あ
る
。
引
用
�
に
そ

れ
が
見
ら
れ
、
焉
馬
も
引
用
�
で
そ
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
文
体
こ
そ
違
え
、『
老
莱
子
』
と
『
太
平
楽
巻

物
』
で
、
焉
馬
は
基
本
的
に
類
型
的
な
せ
り
ふ
に
倣
っ
た
構
成
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、（
５
）
の
「
八
島
の
言

葉
戦
い
」で
は
、
悪
態
を
含
む
武
士
の
名
乗
り
が
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
も
せ
り
ふ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
歌

舞
伎
の
せ
り
ふ
芸
が
、
六
方
詞
を
用
い
た
名
乗
り
せ
り
ふ
に
始
ま
る
こ
と
は
、
引
用
�
に
あ
る
通
り
で
あ
る
し
、
名
乗
り
が
同
時

に
お
互
い
へ
の
悪
態
に
な
る
の
は
、
引
用
�
・
�
の
よ
う
に
、
後
の
せ
り
ふ
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
形
だ
っ
た
。
こ
の
部
分
、
悪
態

の
歴
史
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
自
然
に
せ
り
ふ
の
由
来
を
説
く
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
太
平
楽
巻
物
』（
６
）
の
部
分
で
話
は
当
世
に
移
り
、
悪
態
が
当
世
の
生
活
に
も
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
生
き
生

き
し
た
描
写
が
見
ら
れ
る
。
焉
馬
が
執
筆
を
担
当
し
、
後
に
『
太
平
楽
巻
物
』
中
巻
で
も
言
及
さ
れ
る
、『
伊
達
競
阿
国
戯
場
』

（
安
永
八
年
初
演
）
第
六
、
お
け
ら
詣
り
の
場
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
「
は
つ
つ
け
野
郎
」
は
出
て
く
る
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し
、
悪
態
の
応
酬
と
い
う
点
で
は
よ
く
似
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
場
面
に
限
ら
ず
、
せ
り
ふ
の
悪
態
に
は
「
〜
野
郎
」

式
の
言
葉
が
よ
く
出
て
く
る
。
宝
暦
十
一
年
市
村
座
『
助
六
所
縁
江
戸
桜
』
で
総
角
の
助
六
を
演
じ
た
市
村
亀
蔵
が
述
べ
た
「
男

伊
達
悪
能
の
せ
り
ふ
」
か
ら
抜
き
出
し
て
み
る
と
「
さ
あ
是
か
ら
は
う
ぬ
ら
が
堪
忍
し
て
も
お
れ
が
か
ん
に
ん
せ
ぬ
、
さ
あ
爰
へ

き
て
助
六
が
下
駄
の
鼻
緒
を
す
げ
か
へ
ろ
、�
磔
治
郎�
め
、
獄
門
や
ら
う
の
死
人
や
ら
う
の
掃
溜
野
郎
の�
癩�
や
ら
う
め
、
さ
あ
一
言

�
�
�
�
�
�
��

	
�


�

で
も
ぬ
か
し
て
み
や
あ
が
れ
」（
泉
屋
権
四
郎
版
正
本
）
と
い
う
具
合
で
、（
８
）
の
引
用
で
も
「
古
物
な
れ
ど
も
見
倒
し
も
直
に

踏
ま
ず
」
と
さ
れ
る
悪
態
も
含
む
。
む
し
ろ
江
戸
の
人
々
は
、
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
か
ら
悪
態
の
語
彙
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
さ
え
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
（
６
）
の
子
供
同
士
の
応
酬
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
脚
本
」
に
な
い
言
葉
を
返
さ
れ
る
と
、
悪
態
を

突
い
た
方
が
言
葉
に
詰
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

　
（
７
）
の
部
分
か
ら
『
太
平
楽
巻
物
』
自
体
の
由
来
に
話
は
移
る
。
こ
こ
で
は
、
せ
り
ふ
の
類
型
的
表
現
を
連
想
さ
せ
る
表
現
が

見
ら
れ
る
。（
７
）
で
引
用
し
た
狂
歌
の
流
行
を
言
う
部
分
に
は
「
質
屋
に
な
く
鶯
茶
の
袷
を
着
」
と
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の

も
じ
り
が
見
ら
れ
る
が
、
引
用
�
で
触
れ
た
よ
う
に
『
年
代
記
』
に
も
引
用
さ
れ
た
「
名
月
五
人
男
」
中
、
雷
庄
九
郎
の
せ
り
ふ

に
は「
新
金
古
今
の
序
に
。
花
に
啼
う
ん
つ
く
た
ん
。
水
に
住
か
つ
た
い
蟇
の
声
ま
で
も
。
何
れ
か
悪
た
い
を
つ
か
ざ
り
け
る
と
。

気
の
つ
ら
に
く
が
筆
の
跡
」
と
同
様
の
も
じ
り
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
せ
り
ふ
に
よ
っ
て
こ
こ
で
の
も
じ
り
が
思
い
つ
か
れ
た

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
戯
作
と
せ
り
ふ
の
発
想
に
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
和
歌
で
は
な
く
悪
態
こ

そ
が
万
物
の
声
で
あ
る
と
い
う
せ
り
ふ
と
、
和
歌
で
は
な
く
狂
歌
が
当
世
人
の
表
現
法
で
あ
る
と
い
う
こ
こ
で
の
言
明
に
は
、
古

典
に
対
す
る
当
世
人
の
態
度
と
し
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、（
８
）
に
は
「
宿
録
は
…
寄
親
は
…

店
頭
は
…
尻
持
ち
は
…
」
と
い
う
列
挙
体
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
せ
り
ふ
に
由
来
す
る
表
現
で
あ
る
。
例
え

ば
「
お
江
戸
八
百
八
町
に
隠
れ
も
な
い
、
類
違
い
の
気
負
い
。
世
上
御
存
の
、
家
主
に
は
目
黒
の
不
動
、
店
請
は
成
田
の
明
王
、

関
八
州
の
男
だ
て
の
惣
本
寺
、
化
粧
坂
の
少
将
が
性
根
の
し
つ
ぽ
、
荒
五
良
茂
兵
衛
と
い
ふ
男
だ
」（
享
保
十
四
年
中
村
座
上
演
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『
扇
恵
方
曾
我
』
よ
り
「
曾
我
荒
五
郎
せ
り
ふ
」）
と
い
う
せ
り
ふ
が
あ
り
、
ま
た
引
用
�
の
「
忝
く
も
高
野
大
師
の
膝
元
さ
ら

ず
。
愛
染
明
王
の
懐
わ
き
ざ
し
」
も
同
類
の
表
現
と
言
え
る
。
名
乗
り
せ
り
ふ
に
現
れ
る
類
型
的
な
言
い
回
し
な
の
で
あ
る
。
元

は
神
仏
を
引
合
い
に
出
し
て
自
分
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
せ
り
ふ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
は
逆
に
、
名
を
挙
げ
た
狂
歌
師

は
自
分
に
と
っ
て
神
仏
に
等
し
い
と
持
ち
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か�（
注
８
）
。

　

そ
し
て
、「
不
佞
に
狂
文
の
こ
の
め
ど
も
」
以
下
を
見
る
と
、『
老
莱
子
』
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
明
確
に
狂
文
を
書
く
と

は
言
っ
て
い
な
い
。
実
際
こ
の
前
書
き
に
続
く
本
文
、
一
人
称
の
独
白
体
を
狂
文
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
前
書
き
で
せ

り
ふ
を
写
し
た
の
で
は
な
い
独
自
の
狂
文
体
を
と
る
こ
と
で
、
一
応
会
に
お
け
る
要
求
に
応
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
書
き

が
果
し
た
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
悪
態
の
説
明
を
し
つ
つ
、
同
時
に
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
の
雰
囲
気
を
濃
厚
に

伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
め
読
者
の
脳
裡
に
、
舞
台
上
の
理
想
化
さ
れ
た
登
場
人
物
と
し
て
の
男
伊
達
の
像
を
結
ば
せ
る
と
こ

ろ
に
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
理
想
の
男
伊
達
と
の
対
照
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
後
登
場
す
る
、
お
そ
ら
く
は
実

像
に
近
い
侠
者
の
言
動
が
、
よ
り
滑
稽
な
も
の
と
し
て
映
る
効
果
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
に
お
い

て
侠
者
が
登
場
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
男
伊
達
が
つ
ら
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
せ
り
ふ
を
利
用
し
た
狂
文
の
創
作
か
ら
、
自

然
に
導
か
れ
た
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
侠
者
を
取
り
上
げ
て
滑
稽
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
談
義
本
や
洒
落
本
『
侠
者
方
言
』
な
ど
の
先
例
が
あ
り
、
せ

り
ふ
と
の
関
連
か
ら
だ
け
で
こ
の
趣
向
が
生
ま
れ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
ま
た
、
講
釈
で
、
特
に
馬
場
文
耕
に
よ
っ
て
、
侠

者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
は
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
太
平
楽
巻
物
』
の
独
白
部
分
の
後
半
に
「
八
が
言

ふ
に
や
ア
『
こ
れ
、
あ
ん
ま
り
豪
傑
だ
ア
。
癇
癪
も
い
ゝ
か
げ
ん
に
し
や
れ
な
。
人
は
堪
忍
が
第
一
だ
。
越
後
の
謙
信
は
千
人
の

股
を
く
ぐ
つ
た
と
云
ふ
は
。
そ
れ
で
な
け
り
や
ア
大
将
に
や
ア
な
ら
ね
へ
。
お
主
で
も
ね
へ
と
い
ふ
も
ん
だ
ア
』
と
、
俺
よ
を
恥

じ
し
め
た
。
ア
ノ
野
郎
わ
な
、
馬
谷
が
夜
講
釈
を
聞
く
か
ら
物
知
り
だ
わ
。
て
へ

�
何
か
を
能
知
つ
て
い
る
こ
つ
ち
や
ア
ね

���

人文科学研究　第 119 輯�



へ
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
の
滑
稽
は
、
馬
場
文
耕
が
『
当
世
武
野
俗
談
』（
宝
暦
七
年
刊
）
に
お
い
て
、「
本
所
吉
田
町
の
通

り
者
」
で
あ
る
「
冬
瓜
仁
右
衛
門
」
の
噂
を
語
る
中
で
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

�　
（
前
略
。
仁
右
衛
門
が
）今
は
談
義
説
法
又
は
夜
講
釈
抔
の
席
に
出
て
、
お
の
れ
の
学
文
す
る
ぞ
、
せ
め
て
尤
の
事
な
り
。

お
か
し
き
事
の
有
け
る
は
、
子
分
の
者
喧
嘩
し
て
打
れ
て
帰
り
し
時
、
仁
右
衛
門
云
け
る
は
、
堪
忍
し
て
帰
る
こ
そ
人
の

道
と
い
ふ
も
の
な
り
。
我
等
も
少
講
釈
で
も
聞
に
、
漢
楚
軍
談
聞
は
大
望
有
と
て
、
越
後
の
謙
信
は
股
を
く
ゞ
り
し
と
な

り
、
と
申
し
て
諫
言
し
け
る
、
上
杉
越
後
の
謙
信
と
准
陰
の
韓
信
と
一
ッ
に
し
た
る
文
盲
の
異
言
を
聞
て
腹
を
か
ゝ
へ
ぬ
。

同
じ
『
当
世
武
野
俗
談
』
に
は
「
堺
町
勘
三
郎
木
戸
頭
に
、
風
鈴
五
郎
七
と
云
者
有
。
能
き
男
振
な
り
。（
中
略
）
此
も
の
ゝ
親
方

は
、
半
鐘
権
七
と
て
名
高
き
も
の
な
り
。
権
七
の
親
方
は
釣
鐘
弥
左
衛
門
な
り
。
つ
り
が
ね
が
子
た
れ
ば
、
半
鐘
権
七
、
半
鐘
権

七
が
子
な
れ
ば
、
風
鈴
五
郎
七
と
名
乗
な
り
」
と
、
引
用
�
で
昔
の
気
負
い
が
「
親
父
の
一
つ
話
」
と
し
て
持
ち
出
し
た
「
風
鈴

五
郎
七
」
も
登
場
す
る
。
文
耕
と
同
時
期
の
引
用
�
に
は
多
少
名
前
が
違
う
が
、「
半
鐘
八
右
衛
門
」
と
「
釣
鐘
弥
左
衛
門
」
の
名

が
見
え
る
。
講
釈
が
男
伊
達
に
関
す
る
情
報
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
こ
の
あ
た
り
、
実
説
と
伝
説
が
混
じ

り
合
い
、
ど
れ
が
実
在
の
人
物
名
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
れ
で
は
な
く
、
侠
者
を
描
く
態
度
に
あ
る
。

男
伊
達
を
理
想
化
し
、
い
わ
ば
江
戸
の
守
り
神
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
歌
舞
伎
と
違
い
、
談
義
本
や
講
釈
は
侠
者
の
滑
稽
な
面
を
特

に
強
調
し
、
そ
れ
を
実
像
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
と
い
え
る
。『
太
平
楽
巻
物
』
で
の
、
焉
馬
の
侠
者
に
対
す
る
態
度
は
、
愛
情
は

感
じ
ら
れ
る
も
の
の
後
者
に
近
い
。
狂
文
作
り
か
ら
も
す
で
に
意
識
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
、
焉
馬
の
興
味
は
、
せ
り
ふ
を
記
述
す
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
せ
り
ふ
本
を
多
く
そ
の
ま
ま
写
す
と
い
う
『
年
代
記
』
の
構
想
に
は
、
か
つ
て
南
畝
が
主
導
し
た
狂
文
運
動
が
関
わ
っ
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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六　

最
後
に

　

狂
文
と
い
う
文
体
が
大
田
南
畝
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
時
、
す
で
に
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
と
い
う
認
知
さ
れ
た
器
が
あ
り
、
狂
文

製
作
を
試
み
た
戯
作
者
や
狂
歌
師
は
、
一
部
で
そ
の
器
を
利
用
し
、
そ
れ
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
器
を
作
っ
た
と
い
う

面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
読
者
も
、
す
で
に
馴
染
ん
だ
せ
り
ふ
回
し
の
呼
吸
で
狂
文
を
読
み
、
内
容
も
、
せ
り
ふ
の

「
〜
尽
し
」「
〜
揃
え
」
の
発
想
・
文
法
に
従
っ
て
理
解
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
狂
文
に
は
か
す
か
な
が
ら

も
、
口
承
性
、
肉
体
性
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

狂
文
と
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
の
関
連
に
関
し
て
さ
ら
に
は
、
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
自
体
が
、
先
行
す
る
文
芸
か
ら
多
く
の
影
響
を
受

け
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
狂
文
の
成
立
に
与
え
た
平
賀
源
内
の
文
体
の
影
響
も
も
ち
ろ
ん
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
先

に
少
し
ふ
れ
た
講
釈
口
調
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
ま
で
は
今
回
踏
み
込
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
本
稿
執
筆
の
過
程
で
、
貴
重
な
所
蔵
資
料
を
閲
覧
・
調
査
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
国
会
図
書
館
を
始

め
と
す
る
諸
機
関
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

尚
、
本
稿
は
人
文
学
部
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
声
と
テ
キ
ス
ト
論
」
の
活
動
の
一
部
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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�歌舞伎のせりふと天明期の狂文

　
　
　
　
　
　

注

１　

寧
楽
書
房
初
版
。
昭
和
二
十
九
年
刊
。
現
在
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
も
入
る
。

�
２　

こ
れ
も
男
伊
達
に
関
係
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
の
よ
う
で
、
た
と
え
ば
『
関
東
潔
競
伝
』（
国
会
図
書
館
蔵　

写
本
十
巻
）
の
「
荒
五
郎

茂
兵
衛
が
事
」
に
、「
荒
五
郎
茂
兵
衛
は
木
挽
町
産
也
。
色
白
く
丈
高
く
誠
男
一
ッ
疋
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
外
見
上
の
魅
力
を
形
容

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

�
３　

松
崎
仁
氏
『
歌
舞
伎　

浄
瑠
璃　

こ
と
ば
』（
八
木
書
店
版　

平
成
六
年
）
所
収
。
同
書
に
は
、
一
寸
徳
兵
衛
な
ど
上
方
の
男
伊
達
一

般
の
立
役
化
に
論
を
広
げ
た
「
無
頼
か
ら
侠
へ
」
も
含
ま
れ
る
。

�
４　

引
用
文
は
、
日
野
龍
夫
氏
編
・
解
説
『
五
世
市
川
団
十
郎
集
』（
ゆ
ま
に
書
房
）
所
収
の
影
印
（
底
本
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

蔵
）
に
拠
っ
た
。『
老
莱
子
』（
底
本
は
国
会
図
書
館
蔵
）
か
ら
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。　

�
５　

服
部
幸
雄
氏
『
江
戸
歌
舞
伎
』（
岩
波
書
店
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
な
ど
。

�
６　

演
劇
博
物
館
編
・
赤
間
亮
氏
著
『
図
説　

江
戸
の
演
劇
書　

歌
舞
伎
篇
』（
八
木
書
店
）
の
誉
め
言
葉
正
本
に
関
す
る
解
説
に
「
享
保

期
以
降
に
せ
り
ふ
芸
の
流
行
と
共
に
、
誉
め
詞
は
ひ
と
つ
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
成
長
し
て
い
た
。
誉
め
手
は
客
を
装
っ
た
役
者
が
勤

め
、
表
紙
に
は
そ
の
誉
め
詞
の
で
る
日
付
が
わ
か
る
よ
う
に
予
告
さ
れ
た
正
本
を
出
版
し
て
宣
伝
し
た
。」
と
あ
る
。

�
７　

小
林
ふ
み
子
氏
・
延
広
真
治
氏
ほ
か
編
著
『「
狂
文
宝
合
記
」
の
研
究
』（
汲
古
書
院
）。　

�
８　

刊
本
『
太
平
楽
記
文
』（
四
方
赤
良
序
。
竹
杖
為
軽
跋
）
の
該
当
す
る
部
分
を
挙
げ
る
と
「
今
は
た
宝
合
と
な
づ
け
太
へ
い
に
た
の
し

ま
ん
と
、
家
多
録
は
竹
杖
の
為
軽
。
よ
り
お
や
は
も
と
の
木
網
。
店
か
し
ら
は
四
方
赤
良
、
朱
楽
漢
江
。
し
り
も
ち
は
鹿
津
部
真
顔
、

加
保
茶
元
成
。
不
侫
に
狂
文
の
こ
の
め
と
も
」
で
あ
り
、『
太
平
楽
巻
物
』
に
比
べ
る
と
人
名
を
挙
げ
る
順
番
が
変
わ
り
、
宿
屋
飯
盛
の

名
は
消
え
て
い
る
。
こ
こ
は
「
宝
合
」
の
会
の
主
催
者
や
中
心
人
物
を
挙
げ
た
部
分
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
程
度
信
用
で
き
る
の
か
注
意

が
必
要
で
あ
ろ
う
。




