
注
解
『
七
十
一

番
職
人
歌
合
』
稿

　
　
凡
　
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、

な
お
、
四
十
七
番
か
ら
「
下
」
巻
に
入
る
。

（
二
十
二
）

下
　
　
房

第
四
十
七
番
お
よ
び
第
四
十
八
番
の
注
解
を
収
め
た
。

四
十
七
番
　
文
者

弓
取

俊

丙
職
人
尽
】

　
　
門
銀
葉
夷
歌
集
】
寄
儒
者
恋
　
恋
ひ
こ
が
れ
儒
学
も
や
め
て
千
話
文
を
か
く
た
り
け
ん
た
ね
た
り
を
き
た
り
く
宗
意
V
　
　
門
人
倫
訓
蒙
図
璽
】
学

　
者
　
世
谷
、
学
者
と
称
す
る
は
、
儒
者
を
い
ふ
な
り
。
孔
子
の
捷
を
守
り
て
、
仁
義
礼
智
信
の
五
常
よ
り
、
五
倫
の
道
を
を
し
へ
、
諸
の
儒
教
を

　
を
し
へ
、
ま
た
は
、
詩
経
、
老
荘
の
道
を
も
、
人
の
乞
ふ
に
し
た
が
ひ
て
釈
し
教
ゆ
る
、
世
間
出
世
の
名
師
也
。
医
は
医
学
者
、
寄
は
可
可
学
者
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
師
有
る
な
り
。
　
／
　
儒
　
儒
は
、
応
神
帝
の
御
時
、
阿
直
岐
、
王
仁
等
、
論
語
、
孝
経
を
持
来
し
て
、
百
済
国
よ
り
渡
る
。
こ
れ
、

　
日
本
に
て
儒
の
は
じ
め
と
か
や
。
　
門
家
つ
と
】
寄
儒
者
恋
柚
の
涙
ひ
だ
る
君
子
と
な
り
も
せ
で
逢
は
ぬ
っ
ら
さ
は
日
々
に
新
た
に
　
門
華
紅

　
葉
】
寄
儒
者
朝
顔
　
日
に
新
た
日
々
に
新
た
に
咲
く
花
の
朝
寝
の
人
に
い
か
な
御
意
得
ず
く
猶
酔
V
　
／
　
儒
者
の
子
息
の
恋
　
親
仁
ど
の
し
か

　
注
解
『
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九
〇

ら
る
べ
け
ん
や
恋
の
道
気
を
見
て
せ
ざ
る
は
い
き
ぢ
な
き
也
く
檸
雪
V
　
／
　
寄
儒
者
恋
　
な
す
わ
ざ
を
色
に
か
へ
よ
と
教
ゆ
れ
ど
死
の
の
な
ん

の
と
よ
ふ
は
の
た
ま
ふ
く
我
拙
V
　
　
門
狂
歌
種
ふ
く
べ
〕
寄
兵
恋
　
我
が
恋
は
木
曽
義
仲
に
あ
ら
ね
ど
も
あ
は
づ
が
ち
な
る
夜
半
ぞ
物
う
き
く
桂

帆
V
　
　
門
蟄
諸
職
人
尽
〕
文
者
　
弓
取
　
空
蝉
は
唐
の
歌
に
も
か
く
と
な
ん
く
徳
入
V
　
椴
の
月
心
斗
の
分
限
か
な
く
一
雨
V
　
右
所
中
は
人
の

名
歳
暮
琶
く
蓼
和
V
　
貌
見
せ
は
当
た
ら
ず
し
か
も
弓
始
め
く
冠
里
V
　
歌
軍
文
武
二
道
の
蛙
か
な
く
正
章
V
　
お
も
だ
か
や
弓
矢
た
て
た
る
水

の
花
く
素
堂
V
　
昔
い
っ
武
者
六
七
騎
門
の
雪
く
沽
徳
V
　
得
手
勝
手
与
一
は
扇
射
ざ
り
け
り
く
白
峯
V
　
義
経
に
弁
当
は
ぐ
れ
春
い
か
に
く
貞

佐
V
　
も
の
の
ふ
の
紅
葉
に
懲
り
ず
女
と
は
く
秋
色
V
　
元
日
や
二
日
は
月
の
弓
始
め
く
宗
瑞
V
　
照
る
月
や
礒
に
け
だ
か
き
星
か
ぶ
と
く
沽
吏

V
　
頼
政
の
手
心
い
か
に
雪
の
竹
く
楚
望
V
　
鬼
の
名
の
葡
も
切
ら
ん
鈴
鹿
山
く
東
風
V
　
弓
取
や
急
度
明
六
っ
門
飾
り
く
立
葵
V
　
弓
勢
は
蛇

の
手
を
取
る
維
子
哉
く
万
旭
V
　
若
武
者
の
甲
に
積
も
る
桜
か
な
く
笙
和
V
　
日
に
焼
け
て
弓
取
立
っ
や
ね
む
の
花
く
隣
玉
川
　
三
入
V
　
弓
取

も
鉄
炮
取
る
や
ね
ら
ひ
狩
く
兆
賀
V
　
弓
取
や
七
日
八
日
の
月
を
友
く
重
丈
V
　
弓
取
の
数
に
も
入
り
し
案
山
子
か
な
く
小
田
原
　
居
川
V
　
引

け
ば
よ
る
放
せ
ば
の
び
る
柳
か
な
く
欣
洲
V
　
彼
の
石
に
苔
の
花
さ
く
や
泉
岳
寺
く
蓼
和
V
　
門
職
人
尽
狂
歌
合
〕
右
　
儒
者
門
前
に
降
り
埋

み
し
を
雪
の
賦
も
か
か
で
詠
む
る
狙
株
派
の
儒
者
　
…
…
右
、
か
か
で
詠
む
る
空
、
な
ど
申
さ
れ
し
、
縁
あ
る
詞
に
て
よ
ろ
し
と
申
す
べ
け
れ
ど
、

さ
る
家
の
学
生
な
ら
ん
に
は
、
か
か
る
時
に
は
、
文
作
り
て
こ
そ
心
を
ば
や
る
べ
け
れ
。
か
く
て
は
、
頭
巾
は
な
た
ぬ
道
学
者
流
の
や
う
に
や
。

左
勝
ち
て
侍
り
。
　
／
　
儒
者
⑧
儒
者
白
雪
を
と
か
さ
じ
物
と
朱
子
学
者
か
た
く
ま
ろ
め
て
お
く
庭
の
陰
　
足
跡
の
っ
く
か
と
雪
の
唐
歌
に
儒

者
も
韻
字
や
踏
み
な
や
む
ら
し
　
左
右
、
理
学
と
文
人
の
た
が
ひ
な
が
ら
、
各
一
家
の
風
に
て
、
と
も
に
沫
氾
の
流
れ
に
し
あ
れ
ば
、
勝
劣
な
か

る
べ
し
。
　
／
　
左
　
儒
者
　
六
芸
に
通
ぜ
し
と
い
ふ
丘
が
弟
子
七
十
余
日
雪
の
初
物
　
左
、
孔
子
を
さ
し
て
丘
と
し
も
申
さ
ん
事
、
そ
の
か
み

隣
に
す
め
る
し
れ
物
な
ら
ず
ば
、
ひ
が
ご
と
す
な
る
伊
勢
人
の
某
が
類
と
や
い
は
ま
し
。
か
か
る
こ
と
は
、
恐
ろ
し
き
ま
で
か
し
こ
き
事
に
ぞ
覚

へ
侍
る
。
右
、
…
…
ま
た
き
勝
と
ぞ
申
す
べ
き
。
　
／
　
右
　
儒
者
　
と
も
し
火
に
か
へ
て
文
読
む
白
雪
は
さ
し
づ
め
徳
に
入
る
の
門
な
り
　
…
－

右
、
徳
に
入
る
の
門
、
興
な
な
め
な
ら
ず
。
左
右
文
武
の
っ
が
ひ
、
勝
劣
わ
か
ち
が
た
し
。
よ
き
持
と
申
す
べ
く
や
。
　
／
左
儒
者
文
章

の
は
か
せ
ぬ
庭
は
深
く
し
て
桂
も
雪
に
折
る
る
は
か
り
ぞ
　
左
、
晋
書
に
、
圭
林
の
一
枝
と
あ
る
を
取
ら
せ
給
ひ
て
、
月
の
桂
も
折
る
は
か
り
と

菅
原
大
臣
の
御
母
君
の
詠
ま
せ
給
へ
る
を
思
ひ
て
、
下
の
句
は
続
け
ら
れ
し
な
る
べ
し
。
儒
者
に
は
よ
く
か
な
ひ
た
る
詞
に
こ
そ
。
…
…
桂
に
吹

け
る
家
の
風
、
高
や
か
に
聞
こ
え
て
侍
り
。
　
／
　
左
　
儒
者
　
む
さ
ぼ
れ
る
銀
世
界
ぞ
と
夜
の
雪
を
ひ
に
見
な
し
っ
っ
文
学
ぷ
窓
　
左
、
心
高



く
つ
か
ふ
人
の
独
醒
の
見
、
さ
ぞ
侍
る
。
右
、
…
…
も
つ
と
も
勝
に
て
侍
り
。
　
／
　
左
　
儒
者
　
唐
歌
の
請
は
踏
む
と
も
文
章
の
は
か
せ
は
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

じ
な
庭
の
初
雪
　
左
、
紀
伝
道
儒
士
い
か
な
る
人
に
か
、
心
に
く
し
。
－
…
文
章
博
士
、
ひ
と
が
ら
柳
か
立
ち
ま
さ
り
て
お
ぼ
ゆ
る
は
や
。
　
／

　
右
　
儒
者
　
と
も
し
火
に
よ
し
な
る
と
て
も
儒
者
は
又
し
ば
し
ふ
み
見
ぬ
庭
の
初
雪
　
…
…
右
、
ふ
み
見
ぬ
庭
、
よ
ろ
し
け
れ
ど
、
此
の
類
、

あ
ま
た
人
々
詠
み
出
で
給
へ
れ
ば
、
め
づ
ら
し
げ
な
し
。
左
勝
に
や
。
　
／
　
右
　
儒
者
　
文
学
ぶ
功
も
と
も
に
や
積
も
り
な
ん
明
る
く
な
れ
る

窓
の
白
雪
　
…
…
右
、
学
び
の
窓
の
や
や
あ
か
み
ゆ
く
さ
ま
、
お
か
し
。
－
…
右
を
勝
と
な
し
て
侍
り
。
　
／
　
右
儒
者
　
鳴
り
高
き
松
の
嵐

は
と
ど
め
て
よ
雪
も
柳
繋
と
字
っ
く
と
き
　
…
…
右
、
夕
霧
の
入
学
を
思
ひ
て
、
す
べ
て
を
と
め
の
巻
の
詞
に
て
続
け
ら
れ
し
、
お
か
し
け
れ
ど
、

松
の
嵐
、
こ
と
ご
と
し
き
心
地
し
侍
れ
ば
、
左
勝
っ
べ
く
こ
そ
。
　
／
　
左
　
儒
者
　
興
っ
き
て
帰
れ
る
儒
者
は
よ
も
あ
ら
じ
雪
に
樟
さ
す
冬
川

の
舟
　
左
、
王
子
猷
が
雪
夜
の
舟
、
さ
せ
る
節
も
見
へ
ず
。
右
、
：
…
・
勝
と
す
。
　
／
　
右
　
弓
と
り
　
弓
と
り
の
つ
が
ひ
し
矢
よ
り
竹
笠
も
被

ら
で
ゐ
た
き
雪
の
曙
…
…
右
、
弓
射
る
は
、
端
の
い
に
て
侍
れ
ば
、
被
ら
で
ゐ
た
き
と
続
け
ら
れ
し
仮
字
、
い
か
が
な
り
。
こ
れ
も
左
勝
ち
て

侍
り
。
　
／
　
弓
と
り
歯
同
　
下
部
等
に
劣
り
て
さ
す
が
弓
と
り
も
手
に
覚
え
な
き
け
ふ
の
雪
打
　
葺
板
を
燃
や
せ
ば
文
の
窓
よ
り
も
雪
に
か
ど

べ
の
射
前
明
る
き
　
左
、
ゆ
ゆ
し
き
弓
と
り
も
、
郎
等
に
は
劣
り
て
、
寒
き
に
耐
へ
ざ
る
趣
意
、
事
が
ら
め
づ
ら
し
く
、
似
る
物
な
く
覚
へ
侍
り
。

右
、
舎
人
な
る
か
ど
べ
の
府
生
が
故
事
、
お
か
し
く
は
侍
れ
ど
、
文
の
窓
、
に
は
か
な
る
や
う
に
や
。
左
勝
ち
て
侍
り
。

門
本
文
】

四
十
七
番

　
左

月
に
た
に
く
は
む
か
く
院
の
も
ん
せ
む
は

た
ち
い
る
道
の
ひ
と
そ
ま
れ
な
る

　
右

　
を
し
は
か
る
こ
あ
て
た
に
な
し
夜
引
目
の

い
る
か
た
く
ら
き
月
の
あ
た
り
は

四
十
七
番
　
左
1
〔
明
〕
左

四
十
七
番
〔
類
〕
七
十
一
番
歌
合
下
　
四
十
七
番

く
は
む
か
く
院
1
〔
類
〕
勧
学
院

た
ち
い
る
道
1
〔
類
〕
立
入
道

ま
れ
な
る
1
〔
類
〕
稀
な
る

も
ん
せ
む
は
－
〔
白
〕
も
ん
せ
む

ひ
と
そ
1
〔
白
〕
ひ
と
て
〔
類
〕
人
そ

い
る
か
た
く
ら
き
ー
〔
類
〕
い
る
方
暗
き

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）
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左
、
ま
こ
と
に
文
者
の
作
と
お
ほ
え
て
、
詞
や

　
は
ら
か
す
。
と
か
と
申
か
た
し
。
文
選
を
門
前

　
に
よ
せ
た
る
も
、
つ
い
て
に
稽
古
の
ひ
と
の

　
ま
れ
な
る
述
懐
の
心
も
、
面
白
く
き
こ
ゆ
。

　
右
も
、
詞
こ
は
し
。
け
に
も
っ
よ
き
弓
と
り
の
わ
さ

　
な
り
。
さ
れ
と
、
月
の
寄
に
い
り
方
は
心
な
き

　
に
似
た
り
。
以
左
為
勝
。

と
く
に
っ
く
さ
ひ
は
ひ
な
れ
は
ひ
ん
し
け
む

う
す
き
こ
ろ
も
は
人
も
か
さ
ね
し

か
り
ま
た
の
二
道
か
㌧
る
も
の
ね
た
み

矢
さ
き
は
む
ね
を
と
を
す
か
ひ
な
し

　
左
も
右
も
、
詞
や
は
ら
か
さ
る
は
、
道
に
か
な

　
へ
り
。
寄
の
こ
㌧
ろ
は
、
　
と
も
に
恋
の
述
懐
也
。

　
よ
き
持
な
る
へ
し
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
◇

文
者
．

六
轄
の
末
は
、

む
ね
と
武
道

に
て
候
。
御
稽
古
も

候
へ
か
し
。

詞
や
は
ら
か
す
と
か
と
申
か
た
し
1
〔
自
〕
詞
や
は
ら
か
す
と
と
申
か
た
し

〔
忠
〕
〔
明
〕
詞
や
は
ら
か
な
り
と
申
か
た
し
〔
類
〕
こ
と
は
や
は
ら
か
す
と
も
申

か
た
し

ひ
と
1
〔
類
〕
人

面
白
く
き
こ
ゆ
1
〔
類
〕
お
も
し
ろ
く
聞
ゆ

い
り
方
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
い
る
方
〔
類
〕
い
る
か
た
　
心
な
き
1
〔
白
〕
心
な
さ

さ
ひ
は
ひ
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
さ
い
は
ひ
　
ひ
ん
し
け
む
－
〔
類
〕
ひ
ん
し
け
ん

う
す
き
こ
ろ
も
1
〔
類
〕
薄
き
衣

か
り
ま
た
1
〔
類
〕
臆
股

矢
さ
き
－
〔
類
〕
矢
先
　
む
ね
ー
〔
類
〕
胸

詞
1
〔
類
〕
こ
と
葉

苛
1
〔
類
〕
歌
　
恋
1
〔
類
〕
こ
ひ
　
也
－
〔
類
〕
な
り

文
者
1
〔
忠
〕
四
十
七
番
文
者

御
稽
古
も
侯
へ
か
し
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
御
稽
古
候
へ
か
し
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弓
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
と
り
1
〔
類
〕
弓
取

運
は
天
に
あ
り
。

命
は
義
に

よ
り
て
か
ろ
し
。

門
語
注
】

◎
文
者
は
、
文
筆
を
業
と
す
る
者
。
具
体
的
に
は
、
漢
詩
文
に
通
じ
、
公
用
文
な
ど
を
書
く
者
。

　
弓
取
は
、
弓
を
手
に
取
り
持
つ
者
の
意
で
、
す
な
わ
ち
、
武
士
。

◎
月
に
た
に
　
下
句
の
「
ま
れ
な
る
」
に
係
る
。
美
し
い
月
が
照
っ
て
い
て
さ
え
。

◎
く
は
む
か
く
院
　
勧
学
院
。
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
創
設
さ
れ
た
、
藤
原
氏
一
門
の
子
弟
の
た
め
の
教
育
機
関
。
平
安
京
左
京

三
条
の
北
に
あ
っ
た
。
平
安
末
に
は
衰
退
の
兆
し
を
示
し
、
弘
安
四
年
（
二
一
八
一
）
こ
ろ
ま
で
に
退
転
し
た
（
国
史
大
辞
典
「
勧
学

院
」
の
項
）
が
、
「
勧
学
院
の
雀
は
蒙
求
を
購
る
」
の
諺
は
、
『
蒙
求
抄
』
序
な
ど
に
も
見
え
、
そ
の
存
在
は
、
後
世
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
世
以
降
、
一
部
の
大
寺
院
に
設
け
ら
れ
た
学
僧
養
成
機
関
も
勧
学
院
と
呼
ば
れ
た
。

◎
も
ん
せ
む
は
　
白
石
本
は
「
も
ん
せ
む
」
と
「
は
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
門
前
」
に
「
文
選
」
を
掛
け
る
。
「
文
選
」

は
、
中
国
の
周
か
ら
梁
に
至
る
約
千
年
問
の
文
学
作
晶
を
集
め
た
選
集
。
梁
の
昭
明
太
子
講
統
撰
。
白
氏
文
集
と
と
も
に
、
古
く
か
ら

日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
文
学
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
。

◎
た
ち
い
る
道
の
ひ
と
そ
ま
れ
な
る
　
　
「
ひ
と
そ
」
は
、
白
石
本
は
「
ひ
と
て
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
道
の
人
」
は
、
そ

の
道
の
専
門
家
。
（
美
し
い
月
が
照
っ
て
い
て
さ
え
、
勧
学
院
に
）
立
ち
入
る
文
者
は
稀
だ
、
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
立
ち
入
る
」

は
、
「
立
ち
入
ら
で
雲
間
を
分
け
し
月
影
は
待
た
ぬ
け
し
き
や
空
に
見
え
け
む
く
西
行
V
」
（
新
古
今
集
、
廿
、
釈
教
歌
）
な
ど
の
用
例

は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
歌
に
用
い
な
い
言
葉
。
「
道
の
人
」
も
、
歌
に
用
い
な
い
言
葉
。
「
立
ち
入
る
」
と
「
道
」
と
は
縁
語
。

◎
を
し
は
か
る
こ
あ
て
た
に
な
し
　
　
（
月
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
）
推
し
量
る
手
掛
か
り
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
し
は
か
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九
四

る
」
は
、
「
我
が
思
ひ
人
の
心
を
お
し
は
か
り
な
に
と
さ
ま
ざ
ま
君
な
げ
く
ら
む
く
維
盛
V
」
（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
）
な
ど
の
例
が

な
い
で
は
な
い
が
、
和
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
言
葉
。
「
こ
あ
て
」
は
、
事
を
行
う
と
き
の
目
当
て
、
目
印
の
こ
と
か
。
時
代
は

下
る
が
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
四
十
四
に
、
「
刀
（
の
差
し
出
し
よ
う
）
は
向
の
人
左
へ
、
膝
を
中
に
当
て
、
太
刀
は
、
向
の
人
、
身
体
の
ま

ん
中
を
当
る
也
。
心
の
こ
あ
て
也
」
の
例
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
弓
の
縁
語
「
小
宛
」
を
掛
け
る
か
。
こ
の
意
味
の
「
小
宛
」
に
っ
い
て

は
、
『
安
斎
随
筆
』
二
十
三
に
、
「
こ
あ
て
と
申
事
は
、
弓
引
か
ぬ
先
に
よ
く
矢
先
あ
て
が
ひ
候
事
な
り
」
と
す
る
。
「
こ
あ
て
」
も
、

勿
論
、
雅
語
で
は
な
い
。

◎
夜
引
目
　
「
引
目
」
は
「
墓
目
」
と
も
書
く
。
鍍
の
代
わ
り
に
大
型
の
鏑
を
っ
け
た
矢
。
射
た
と
き
に
高
い
響
き
を
発
す
る
。
主
と

し
て
、
笠
懸
や
犬
追
物
な
ど
の
競
技
に
用
い
た
。
「
夜
引
目
」
は
未
考
。
『
武
器
考
証
」
十
一
、
「
職
人
尽
歌
合
抜
書
」
に
、
「
夜
弓
目
ハ
、

ト
ノ
ヰ
墓
目
ト
テ
、
用
心
ノ
タ
メ
ニ
、
夜
中
墓
目
射
ル
也
」
と
あ
る
。

◎
い
る
か
た
く
ら
き
月
の
あ
た
り
は
　
「
夜
引
目
の
射
る
」
か
ら
「
入
る
方
」
と
続
く
。
「
入
る
方
」
は
、
（
月
の
）
入
る
方
向
。
「
辺

り
」
に
、
弓
の
縁
語
「
当
た
り
」
を
掛
け
る
。

◎
ま
こ
と
に
文
者
の
作
と
お
ほ
え
て
、
詞
や
は
ら
か
す
。
と
か
と
申
か
た
し
　
後
半
部
は
、
白
石
本
は
「
詞
や
は
ら
か
す
と
と
申
か
た

し
」
、
忠
寄
本
⑧
明
暦
板
本
は
「
詞
や
は
ら
か
な
り
と
申
か
た
し
」
、
類
従
本
は
「
こ
と
は
や
は
ら
か
す
と
も
申
か
た
し
」
。
白
石
本
⑧

類
従
本
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
は
文
脈
上
、
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
忠
寄
本
紬
明
暦
板

本
も
意
味
が
通
じ
が
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
「
と
己
」
を
「
と
も
」
と
誤
写
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
混
乱
で
あ
ろ
う
。

「
答
」
は
欠
点
。
（
「
勧
学
院
」
、
「
門
前
H
文
選
」
な
ど
と
い
う
漢
語
を
用
い
て
お
り
）
な
る
ほ
ど
文
者
の
作
と
み
え
て
、
言
葉
が
和
ら

い
で
い
な
い
が
、
（
そ
れ
こ
そ
が
文
者
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
）
こ
の
場
合
は
欠
点
と
は
申
し
が
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
詞

和
ら
が
ず
」
と
い
う
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
言
葉
が
硬
骨
で
こ
な
れ
て
い
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
恋
の
歌
の
判
詞
に

も
、
〕
詞
和
ら
が
ざ
る
」
と
あ
る
。

◎
文
選
を
門
前
に
よ
せ
た
る
　
　
「
寄
す
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
言
葉
と
言
葉
を
関
連
づ
け
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
「
文
選
」
と
「
門
前
」

と
を
掛
詞
に
し
た
こ
と
を
い
う
。



◎
稽
古
の
ひ
と
の
ま
れ
な
る
述
懐
の
心
　
　
「
稽
古
」
は
、
こ
こ
は
、
古
い
書
物
を
読
ん
で
学
習
す
る
こ
と
。
「
述
懐
」
は
、
「
じ
ゅ
っ
く
わ

い
」
ま
た
は
「
し
ゅ
っ
く
わ
い
」
と
読
む
。
和
歌
で
、
身
の
不
遇
や
老
い
の
嘆
き
な
ど
、
作
者
の
私
情
を
詠
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
歌
。

述
懐
歌
は
、
歌
合
な
ど
、
晴
の
歌
を
詠
む
べ
き
場
で
は
、
古
く
は
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
堀
河
百
首
」
や
「
西
宮
歌
合
」
で
歌
題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
降
、
歌
合
題
と
し
て
も
定
着
し
た
（
『
和
歌
大
辞
典
』
「
述
懐
」
、
有
吉
保
『
和
歌
文
学
辞
典
』
「
述
懐
」
の

各
項
）
。
「
心
」
は
歌
論
用
語
で
、
歌
に
詠
ま
れ
た
内
容
。

◎
面
白
く
き
こ
ゆ
　
　
「
お
も
し
ろ
し
」
は
歌
論
用
語
。

◎
詞
こ
は
し
　
　
「
こ
は
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
表
現
が
粗
野
で
優
美
さ
に
欠
け
る
こ
と
。
「
お
し
は
か
る
」
、
「
こ
あ
て
」
、
「
夜
弓
目
」
、

そ
れ
に
、
「
辺
り
1
1
当
た
り
」
と
い
う
掛
詞
な
ど
に
関
し
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
け
に
も
つ
よ
き
弓
と
り
の
わ
さ
な
り
　
文
者
の
場
合
と
同
様
、
本
来
な
ら
難
じ
ら
れ
る
べ
き
「
詞
こ
は
し
」
と
い
う
欠
点
が
、
強
き

武
士
の
歌
と
し
て
は
長
所
と
な
っ
て
い
る
、
と
戯
れ
る
の
で
あ
る
。

◎
月
の
嵜
に
い
り
方
は
心
な
き
に
似
た
り
　
「
い
り
方
」
は
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
「
い
る
方
」
、
類
従
本
は
「
い
る
か
た
」
。
歌
に

「
入
る
方
」
と
あ
る
の
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
東
博
本
、
尊
経
閣
本
、
白
石
本
の
「
い
り
方
」
で
、
十
分
意
味
は
通
じ
る
。
「
心

な
き
」
は
、
白
石
本
は
「
心
な
さ
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
入
り
方
」
は
、
（
月
が
）
入
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
。
歌
合
の
月
の
歌

に
入
り
方
の
月
を
詠
む
の
は
、
題
意
に
対
す
る
理
解
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
一
番
語
注
「
可
可
合
に
は
か
た
ふ
く
月
あ

や
な
く
き
こ
ゆ
」
、
九
番
語
注
「
寄
合
に
い
り
か
た
と
よ
め
る
、
い
さ
＼
か
心
な
き
に
似
た
れ
ど
も
」
の
各
項
参
照
）

◎
と
く
に
つ
く
さ
ひ
は
ひ
　
「
徳
（
ま
た
は
、
得
）
に
っ
く
幸
ひ
」
で
、
幸
福
が
幸
福
を
呼
ぷ
意
の
諺
か
。
未
考
。

　
　
　
　
　
　
　
び
ん
し
け
ん

◎
ひ
ん
し
け
む
　
関
子
驚
。
孔
子
の
弟
子
。
『
蒙
求
』
関
損
衣
単
な
ど
に
よ
れ
ば
、
幼
少
の
時
、
継
母
が
、
実
子
二
人
に
は
綿
入
れ
の

着
物
を
着
せ
、
子
驚
に
は
芦
花
の
繁
（
芦
の
花
を
綿
の
代
用
と
し
た
も
の
）
の
着
物
を
着
せ
た
の
で
、
父
が
こ
れ
を
知
っ
て
離
縁
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ

う
と
し
た
が
、
「
母
在
れ
ば
一
子
寒
え
、
母
去
れ
ば
三
子
単
な
ら
ん
」
と
と
ど
め
た
た
め
、
継
母
も
改
心
し
た
、
と
い
う
。
な
お
、
『
究

百
集
』
君
臣
父
子
道
に
、
「
薄
き
衣
を
い
と
は
ぬ
は
、
こ
の
関
子
篶
が
言
の
葉
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
。
序
詞
的
に
、
下
旬
の
「
薄
き

衣
」
に
続
く
。

注
解
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六

◎
う
す
き
こ
ろ
も
は
人
も
か
さ
ね
し
　
「
衣
を
重
ね
」
に
、
衣
服
を
重
ね
着
す
る
意
と
、
男
女
が
共
寝
す
る
意
と
を
掛
け
る
。
和
歌
で

は
、
「
た
な
ば
た
は
雲
の
衣
を
ひ
き
重
ね
か
へ
さ
で
寝
る
や
こ
よ
ひ
な
る
ら
ん
く
頼
宗
V
」
（
後
拾
遺
集
、
四
、
秋
上
）
な
ど
の
例
が
あ

る
。
（
閲
子
驚
の
着
て
い
た
よ
う
な
）
薄
い
粗
末
な
衣
は
だ
れ
も
重
ね
着
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
の
人
は
貧
し
い

私
と
共
寝
し
て
く
ま
い
。

◎
か
り
ま
た
の
二
道
か
、
る
も
の
ね
た
み
　
　
「
か
㌧
る
」
は
、
諸
本
、
「
か
く
る
」
と
読
め
な
く
も
な
い
。
和
歌
に
も
、
「
片
糸
の
一
筋

に
の
み
答
ふ
れ
ば
二
道
か
け
て
と
ふ
か
ひ
も
な
し
く
伊
衡
V
」
（
躬
恒
集
）
な
ど
の
例
が
あ
り
、
「
か
く
る
」
の
方
が
自
然
か
と
思
わ
れ

る
が
、
し
ば
ら
く
「
か
㌧
る
」
と
読
ん
で
お
く
。
「
雁
股
」
は
、
先
が
二
股
に
分
か
れ
、
そ
の
内
側
に
刃
の
つ
い
た
鎌
。
ま
た
、
そ
の

鍍
を
つ
け
た
矢
。
主
と
し
て
狩
猟
に
用
い
、
射
貫
い
た
り
射
切
っ
た
り
す
る
効
果
が
あ
っ
た
。
そ
の
雁
股
の
よ
う
に
、
の
意
で
、
〕
一

道
か
か
る
」
に
続
く
。
コ
一
道
か
か
る
」
は
、
相
手
が
二
遺
に
か
か
る
恋
を
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
他
に
別
の
相
手
に
も
思

い
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
物
妬
み
」
は
、
和
歌
の
用
例
を
見
な
い
。

◎
矢
さ
き
は
む
ね
を
と
を
す
か
ひ
な
し
　
雁
股
の
矢
先
が
胸
を
貫
き
通
し
て
も
、
そ
の
か
い
が
な
い
。
「
胸
を
通
す
」
は
、
相
手
の
心

を
射
止
め
る
意
か
。
ま
た
は
、
自
分
の
思
い
を
貫
く
意
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
比
楡
と
し
て
は
前
者
が

自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
か
ひ
な
し
」
に
続
く
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
の
方
が
意
味
が
通
じ
や
す
い
。
『
新
大
系
』
は
、

「
矢
先
」
を
嫉
妬
の
矢
先
と
解
す
る
。

◎
左
も
右
も
、
詞
や
は
ら
か
さ
る
は
、
道
に
か
な
へ
り
　
コ
詞
や
は
ら
が
ざ
る
」
は
、
左
歌
の
「
と
く
」
、
「
関
子
篶
」
、
右
歌
の
「
雁

股
」
、
「
矢
先
」
、
「
胸
を
通
す
」
な
ど
の
言
葉
に
っ
い
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
道
」
は
、
文
者
⑧
弓
取
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
道
（
序
語

注
「
よ
ろ
っ
の
道
を
た
て
た
り
」
の
項
参
照
）
。
月
の
歌
同
様
、
言
葉
が
硬
骨
な
点
が
か
え
っ
て
よ
い
、
と
戯
れ
る
の
で
あ
る
。

◎
恋
の
述
懐
　
恋
の
歌
で
、
か
っ
述
懐
歌
め
い
た
内
容
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。
左
歌
に
っ
い
て
は
、
「
薄
き
衣
」
な
ど
と
身

の
不
遇
を
嘆
い
て
い
る
点
に
っ
い
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
右
歌
に
っ
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
点
を
指
し
て
言
う
の
か
、
未
考
。

◎
六
轄
の
末
は
、
む
ね
と
武
道
に
て
候
　
文
者
が
弓
取
に
話
し
か
け
て
い
る
言
葉
。
コ
ハ
轄
」
は
、
中
国
、
周
の
呂
望
の
撰
と
さ
れ
る

（
実
は
、
後
世
の
偽
作
と
い
う
）
兵
法
書
（
『
中
国
学
芸
大
事
典
」
「
六
蟹
二
略
」
の
項
）
。
「
末
」
は
、
究
極
の
教
え
と
い
う
ほ
ど
の
意



か
。
未
考
。
『
六
輻
』
の
教
え
は
武
道
に
尽
き
る
、
と
い
う
の
か
。

◎
御
稽
古
も
候
へ
か
し
　
「
御
稽
古
も
」
は
、
白
石
本
⑧
忠
寄
本
は
「
御
稽
古
」
と
、
「
も
」
を
脱
す
る
。
意
味
に
大
差
は
な
い
が
、

誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
稽
古
」
は
、
こ
こ
は
、
武
芸
の
練
習
。

◎
運
は
天
に
あ
り
　
運
は
天
命
に
よ
る
も
の
で
、
人
の
力
で
左
右
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
の
諺
。
『
太
平
記
」
二
十
九
、

「
将
軍
上
洛
事
伺
阿
保
秋
山
河
原
軍
事
」
に
、
「
運
ハ
天
ニ
ア
リ
、
一
足
モ
引
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
」
、
ま
た
、
同
三
十
、
「
高
倉
殿
京
都
退
去

事
付
段
村
王
事
」
に
、
「
運
ハ
天
ニ
ア
リ
、
何
ノ
用
心
カ
ス
ベ
キ
」
と
あ
る
。
元
亀
二
年
京
大
本
『
運
歩
色
葉
集
」
に
、
「
運
ハ
在
川
天
」
、

『
西
鶴
織
留
』
六
⑧
一
に
、
「
一
切
の
人
間
、
運
は
天
に
有
」
と
あ
る
な
ど
、
後
世
の
用
例
も
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

◎
命
は
義
に
よ
り
て
か
ろ
し
　
「
命
」
は
「
め
い
」
と
読
む
。
（
た
だ
し
、
明
暦
板
本
は
「
命
」
と
す
る
。
）
『
後
漢
書
』
朱
穆
伝
の

「
情
為
レ
恩
使
、
命
縁
レ
義
軽
」
か
ら
出
た
諺
。
か
け
が
え
の
な
い
命
も
、
義
と
較
べ
れ
ば
軽
い
も
の
で
あ
る
、
の
意
。
幸
若
舞
曲
「
ほ

　
　
　
　
　
め
い

り
川
」
に
、
「
命
は
義
に
よ
っ
て
か
ろ
し
、
命
は
恩
の
為
に
奉
る
」
、
同
「
屋
嶋
軍
」
に
、
「
め
い
は
儀
に
依
て
か
ろ
し
、
命
は
恩
の
為

に
っ
か
は
す
」
と
あ
る
。

門
絵
】

　
文
者
は
、
立
烏
帽
子
、
狩
衣
、
袴
姿
で
、
文
机
の
前
に
坐
し
、
巻
物
を
持
つ
。
文
机
の
上
に
、
巻
物
二
軸
。
白
石
本
⑧
忠
寄
本
は
、

文
机
の
上
に
、
巻
物
の
他
、
冊
子
本
二
冊
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ご
　
て

　
弓
取
は
小
具
足
姿
。
梨
子
打
烏
帽
子
に
鉢
巻
、
鎧
直
垂
に
弓
籠
手
（
弓
を
射
る
と
き
、
左
柚
が
弦
に
当
た
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
ら
ぬ
き

の
肩
か
ら
手
に
か
け
て
着
け
る
筒
状
の
籠
手
）
。
籠
手
、
脛
当
を
し
、
貫
（
皮
製
の
浅
沓
）
を
履
く
。
手
に
雁
股
の
矢
。
後
ろ
に
、
弓

と
太
刀
。

〔
参
考
】

○
　
身
を
惜
し
ま
ぬ
も
た
だ
人
の
た
め

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
国
安
く
な
る
は
い
く
さ
の
力
に
て

○
捨
っ
る
は
身
を
や
捨
て
ぬ
な
る
ら
ん

　
武
士
は
そ
の
名
に
か
ふ
る
命
に
て

○
　
は
か
な
き
物
は
も
の
の
ふ
の
道

　
た
が
た
め
の
名
な
れ
ば
身
よ
り
惜
し
む
ら
ん

○
　
身
を
捨
っ
る
心
は
安
く
な
き
物
を

　
家
を
思
へ
ば
勇
む
も
の
の
ふ

○
　
あ
は
れ
に
も
猶
す
す
む
こ
そ
涙
な
れ

　
子
に
争
ふ
は
も
の
の
ふ
の
道

○
心
に
か
け
し
ほ
ど
な
忘
れ
そ

　
も
の
の
ふ
は
矢
先
に
名
を
も
あ
げ
っ
べ
し

○
　
む
ね
な
る
月
に
光
添
へ
ば
や

　
勢
ひ
を
身
は
引
き
取
ら
ぬ
梓
弓

○
　
思
ふ
願
ひ
の
は
や
き
み
た
ら
し

　
放
つ
箭
の
至
る
と
こ
ろ
は
心
に
て

○
　
心
引
く
我
が
古
琴
を
手
に
孤
き
て

　
弓
と
筆
と
は
と
り
ど
り
の
家

○
　
乱
れ
無
き
世
に
高
麗
人
も
仕
へ
き
て

　
文
の
は
か
せ
の
道
ぞ
正
し
き

○
　
其
の
道
と
弓
持
ち
矢
負
ふ
人
や
誰

　
舎
人
の
長
は
つ
が
ひ
て
ぞ
行
く

〈
専
順
V

〈
増
運
V

〈
宗
祇
V

〈
心
敬
V

〈
種
久
V

〈
宗
元
V

〈
宗
醐
V

〈
宗
瑚
V

〈
堀
河
V

〈
瑠
璃
満
V

　
〈
聖
阿
V

　
　
　
九
八

　
（
新
撰
菟
玖
波
集
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
（
初
瀬
千
句
、
四
）

（
文
安
月
千
旬
、
一
）

　
　
　
　
（
同
、
六
）



○
　
力
も
さ
ぞ
な
弓
の
勢
ひ

　
武
士
に
従
ふ
つ
か
さ
進
め
た
だ

○
　
ひ
き
き
ら
ぬ
心
か
ら
世
に
む
す
ぼ
ほ
れ

　
弓
取
り
の
み
か
又
太
刀
を
持
つ

○
　
っ
ら
さ
を
も
知
ら
せ
ず
上
は
難
面
く
て

　
友
を
は
か
る
は
も
の
の
ふ
の
道

○
　
濁
る
流
れ
に
魚
ぞ
隠
る
る

　
学
び
来
る
道
や
浅
き
に
絶
え
ぬ
ら
ん

○
　
武
士
の
君
に
知
ら
れ
ず
仕
へ
き
て

　
っ
ゐ
に
そ
の
名
の
む
も
れ
は
て
め
や

○
　
身
を
立
っ
る
道
は
学
び
を
本
と
し
て

　
弓
を
夜
る
昼
た
の
む
武
士

○
　
た
れ
か
た
ら
は
む
身
を
捨
っ
る
道

　
武
士
は
進
む
心
を
争
ひ
て

○
　
折
を
も
知
ら
ぬ
わ
び
人
の
庵

　
古
残
る
学
び
の
窓
に
う
っ
ろ
ひ
て

○
露
の
ま
も
お
ろ
か
な
ら
じ
と
読
む
書
に

　
う
つ
し
が
た
き
は
い
に
し
へ
の
道

○
　
馬
の
上
に
も
取
れ
る
さ
か
づ
き

　
武
士
の
祝
ふ
軍
の
門
出
し
て

○
　
宿
直
人
声
を
ぞ
か
は
す
夕
ま
暮

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）

〈
忍
誓
V

〈
宗
祇
V

〈
宗
祇
V

〈
宗
春
V

〈
清
玉
V

〈
紹
永
V

〈
甚
昭
V

〈
清
玉
V

〈
修
茂
V

（
享
徳
千
旬
、
五
）

（
異
体
千
旬
、
九
）

（
美
濃
千
旬
、
二
）

（
同
）

（
因
幡
千
旬
、
五
）

（
表
佐
千
旬
、
三
）

（
同
、
四
）

（
同
、
八
）

（
同
、
九
）

（
河
越
千
句
、
六
）

九
九



　
木
の
丸
殿
に
名
の
る
武
士

○
　
友
に
も
隠
す
そ
の
は
か
り
ご
と

　
も
の
の
ふ
の
荒
き
は
情
け
少
な
く
て

○
　
仕
ふ
る
道
よ
な
を
正
し
か
れ

　
あ
づ
さ
弓
伝
は
る
家
の
高
き
名
に

○
争
ふ
道
を
た
つ
る
ハ
車

　
物
の
ふ
は
い
く
さ
の
端
を
心
に
て

○
　
人
の
力
の
教
へ
頼
も
し

　
引
け
や
た
だ
代
を
お
さ
む
べ
き
梓
弓

○
　
か
し
こ
き
道
の
人
の
恋
し
さ

　
文
も
た
だ
読
め
る
斗
は
な
に
な
ら
で

○
　
国
々
を
な
び
か
す
は
み
な
は
か
り
事

　
弓
を
袋
の
武
士
の
家

○
数
々
に
思
ひ
を
き
け
む
文
の
道

　
た
え
ず
は
千
代
の
そ
の
家
の
風

○
　
弓
に
力
を
合
わ
せ
ぬ
や
な
き

　
何
か
こ
の
い
く
さ
の
場
の
勝
た
ざ
ら
ん

○
　
伝
へ
ぬ
道
も
心
に
や
得
む

　
か
し
こ
き
は
む
ま
れ
な
が
ら
の
人
も
な
し

○
　
穴
の
中
よ
り
草
ぞ
生
ひ
た
る

　
も
の
の
ふ
の
野
に
射
捨
て
た
る
わ
れ
引
目

〈
長
敏
V

〈
宗
般
V

〈
肖
柏
V

〈
宗
長
V

　
〈
雪
V

〈
玄
清
V

〈
雅
教
V

　
　
一
〇
〇

　
　
　
（
同
、
七
）

（
三
嶋
千
句
、
一
）

　
　
　
（
同
、
二
）

　
　
　
（
同
、
四
）

（
葉
守
千
句
、
二
）

　
　
　
（
同
、
十
）

　
　
　
（
同
、
十
）

（
東
山
千
旬
、
一
）

　
　
　
（
同
、
五
）

　
　
　
（
同
、
七
）

（
竹
馬
狂
吟
集
）



○
　
恋
は
弓
折
れ
矢
こ
そ
尽
き
ぬ
れ

　
八
幡
ぞ
思
ふ
と
い
ふ
に
つ
れ
な
く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
筑
波
集
）

○
　
遁
世
し
た
る
武
士
の
果
て

　
安
売
り
茶
立
っ
る
茶
道
に
や
と
は
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
　
弓
押
し
張
り
て
射
る
と
こ
そ
見
れ

　
ゆ
が
う
だ
る
鑓
の
柄
か
す
む
楯
の
う
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誹
諸
連
歌
抄
）

○
　
あ
つ
き
た
な
し
と
太
刀
を
こ
そ
抜
け

　
武
士
の
東
司
の
尻
に
逃
げ
入
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
　
握
り
て
物
を
思
ひ
こ
そ
す
れ

　
武
士
の
か
た
き
待
つ
夜
の
太
刀
の
束
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し

○
君
臣
二
っ
は
二
体
の
義
、
君
を
重
ん
じ
親
子
の
孝
行
、
賢
人
無
双
の
弓
取
に
、
却
っ
て
と
か
く
の
仰
せ
は
い
か
に
。
あ
ら
腹
立
ち
や

無
念
や
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
錦
戸
」
）

○
そ
れ
弓
取
の
子
は
胎
内
に
て
ね
ぎ
こ
と
を
聞
き
、
七
歳
に
て
親
の
敵
を
討
っ
と
こ
そ
見
え
た
れ
。
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
鳥
追
舟
」
）

○
判
官
こ
れ
を
聞
こ
し
召
し
、
い
や
と
よ
弓
を
惜
し
む
に
あ
ら
ず
。
義
経
源
平
に
、
弓
矢
を
取
っ
て
私
な
し
。
然
れ
ど
も
、
佳
名
は
未

だ
半
ば
な
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ
の
弓
を
、
敵
に
取
ら
れ
義
経
は
、
小
兵
な
り
と
い
は
れ
ん
は
、
無
念
の
次
第
な
る
べ
し
。
よ
し
そ
れ
故
に

討
た
れ
ん
は
、
力
な
し
義
経
が
、
運
の
極
め
と
思
ふ
べ
し
、
さ
ら
ず
は
敵
に
渡
さ
じ
と
て
波
に
引
か
る
る
弓
取
の
、
名
は
末
代
に
あ
ら

ず
や
と
、
語
り
給
へ
ば
兼
房
さ
て
そ
の
外
の
、
人
ま
で
も
皆
感
涙
を
流
し
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
八
島
」
）

○
そ
れ
（
斎
藤
別
当
実
盛
）
は
平
家
の
侍
弓
取
っ
て
の
名
将
、
そ
の
い
く
さ
物
語
は
無
益
、
唯
お
こ
と
の
名
を
名
の
り
候
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
実
盛
」
）

○
今
ま
で
頼
ま
れ
申
す
主
君
に
心
を
引
き
か
へ
て
、
親
の
壇
言
背
か
ん
こ
と
、
弓
矢
取
つ
て
の
恥
辱
な
る
べ
し
。
　
（
謡
曲
「
錦
戸
」
）

　
　
　
　
し
・
つ

○
な
う
お
主
の
命
に
代
る
こ
と
、
弓
矢
取
る
身
の
習
ひ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
仲
光
」
）

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）

一
〇
一



一
〇
二

○
継
信
そ
の
時
に
、
息
の
下
よ
り
申
す
や
う
、
弓
矢
取
る
身
の
、
御
身
代
り
に
立
っ
事
二
世
の
願
ひ
や
三
世
の
御
恩
を
少
し
報
謝
す
る
。

命
の
軽
き
身
は
、
露
塵
何
か
惜
し
か
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
摂
待
」
）

○
御
意
を
ば
い
か
で
背
く
べ
き
。
し
か
も
一
人
選
ま
れ
申
し
、
防
ぎ
矢
仕
れ
と
の
御
誼
、
弓
矢
取
っ
て
の
面
目
な
れ
ば
、
悉
う
こ
そ
侯

へ
と
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
忠
信
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

○
板
東
殿
原
は
弓
は
上
手
な
る
も
の
、
空
立
っ
鳥
を
射
て
落
と
い
た
り
、
さ
て
も
上
手
や
空
舞
ふ
鶴
を
落
と
い
た
、
若
い
殿
御
が
翔
け

鳥
射
た
る
弓
手
は
、
さ
て
も
射
た
の
ふ
見
事
や
弓
の
姿
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）

○
弓
と
矢
と
が
な
板
東
方
へ
、
宮
仕
い
を
せ
う
板
東
方
へ
、
武
士
の
奉
公
好
む
と
人
や
思
ふ
ろ
う
、
武
家
奉
公
な
ん
ぼ
う
見
て
は
よ
い

も
の
、
殿
に
参
ら
せ
う
塗
籠
藤
の
弓
お
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
重
藤
巻
い
た
る
弓
の
ふ
り
を
し
て
な
、
板
東
殿
原
の
肩
に
か
か
ら
ば
や
な
、
弓
の
ふ
り
し
て
板
東
殿
御
に
ほ
れ
た
よ
、
な
に
亡
言
ふ

て
も
思
ふ
に
よ
ら
ぬ
我
が
身
や
、
い
っ
く
し
い
は
板
東
殿
御
の
姿
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
は
刺
突
武
器
に
慣
れ
て
い
る
。
日
本
人
は
そ
れ
ら
を
全
然
使
わ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
日
本
覚
書
、
七
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
矢
を
射
る
と
き
に
射
手
は
服
を
着
て
い
る
。
日
本
で
は
、
弓
を
射
る
者
は
、
一
方
の
腕
を
露
わ
に
す
る
た
め
、

　
　
キ
モ
　
ン

半
ば
着
物
を
脱
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
弓
を
射
る
際
に
口
で
叫
び
声
を
発
し
た
り
は
し
な
い
。
日
本
人
は
矢
を
放
っ
と
き
に
大
き
く
；
戸
叫
ば
ね
ば

な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
武
具
を
っ
け
る
と
き
に
、
下
に
厚
い
布
の
も
の
を
着
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
は
、
武
具
を
っ
け
る

と
き
は
、
母
親
が
生
ん
だ
と
き
そ
の
ま
ま
の
素
っ
裸
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
完
全
に
武
具
を
っ
け
な
い
で
は
戦
場
に
赴
く
姿
と
は
見
ら
れ
な
い
。
日
本
で
は
、
武
装
し
て
出
車
し
た
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ラ
リ
ー
ニ
ョ

て
も
ら
う
に
は
、
首
に
飾
り
襟
を
っ
け
る
だ
け
で
事
足
り
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
際
、
横
笛
、
太
鼓
、
ま
た
は
立
派
な
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
奏
す
る
。
日
本
人
に
は
、
き
わ
め
て
不
快
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
ジ
　
オ

響
き
を
も
っ
、
し
わ
が
れ
音
の
法
螺
貝
し
か
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）



○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
四
角
の
軍
旗
を
手
に
し
て
運
ぶ
。
日
本
人
は
各
々
が
自
分
の
旗
を
、
非
常
に
長
い
竹
に
っ
け
、
背
に
差
し
込

ん
で
運
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
曹
長
、
小
隊
長
、
十
人
組
長
、
百
人
隊
長
な
ど
（
階
級
が
軍
隊
に
）
あ
る
。
日
本
人
は
そ
の
こ
と
す
べ
て
気

に
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
馬
（
上
）
で
戦
う
。
日
本
人
は
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
に
は
馬
か
ら
下
り
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
国
王
や
隊
長
は
、
兵
士
に
報
酬
を
支
払
う
。
日
本
で
は
、
（
兵
士
の
）
各
々
は
、
従
軍
し
て
い
る
あ
い
だ
じ
ゅ
う
、
食
べ

た
り
、
飲
ん
だ
り
、
着
た
り
す
る
こ
と
を
自
弁
で
や
り
く
り
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
土
地
や
都
市
や
村
落
、
お
よ
び
そ
の
富
を
奪
う
た
め
に
戦
い
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
日
本
で
の
戦
さ
は
ほ
と
ん

ど
い
っ
も
ハ
麦
や
米
や
大
麦
を
奪
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
馬
、
ひ
と
こ
ぷ
騎
駝
、
路
駝
な
ど
が
、
兵
士
た
ち
の
衣
類
を
運
ぶ
。
日
本
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
（
主
君
）

　
　
　
ヒ
ヤ
ク
シ
ョ

に
従
う
百
姓
た
ち
が
、
彼
の
た
め
衣
類
や
兵
糧
を
背
負
う
て
運
ぷ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
自
殺
は
き
わ
め
て
重
罪
と
み
な
さ
れ
る
。
日
本
人
は
戦
い
に
お
い
て
、
も
は
や
力
っ
き
た
と
き
、
切
腹
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
大
い
な
る
勇
気
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
裏
切
り
は
稀
だ
し
、
（
そ
れ
を
す
れ
ば
）
大
い
に
非
難
さ
れ
る
。
日
本
で
は
、
い
と
も
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
、

ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
非
難
さ
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
ス
テ
イ
サ

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
死
刑
執
行
人
に
な
る
な
ど
最
大
の
醜
行
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
正
道
に
よ
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
は
、
い
か
な

　
フ
イ
ダ
ル
ゴ

る
武
士
も
す
る
こ
と
だ
し
、
そ
れ
を
ま
た
自
慢
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
兵
士
た
ち
は
左
腕
で
火
縄
を
持
ち
運
ぶ
。
日
本
人
は
右
手
で
持
ち
運
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
発
し
な
い
で
撃
剣
仕
合
い
を
す
る
。
日
本
人
は
（
縦
に
）
斬
り
っ
け
た
り
横
に
斬
り
っ
け
た
り
す
る

た
び
に
；
月
叫
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
）
ス
ィ
ス
の
兵
士
た
ち
は
、
鉄
砲
を
肩
に
あ
て
て
発
射
す
る
。
日
本
人
は
、
敵
に
対
し
て
照
準
を
す
る
人

注
解
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人
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』
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一
〇
四

の
ご
と
く
、
こ
れ
を
顔
に
あ
て
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
彼
ら
は
誇
り
が
高
く
面
目
を
重
ん
ず
る
の
で
、
名
誉
に
関
す
る
こ
と
で
は
簡
単
に
生
命
を
す
て
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
。
同
様
に
、

自
分
の
保
護
と
援
助
の
下
に
身
を
お
い
て
い
る
者
の
た
め
に
は
、
無
造
作
に
、
わ
が
生
命
を
賭
け
る
。
彼
ら
は
侮
辱
や
悪
口
を
我
慢
し

な
い
し
、
ま
た
人
の
面
前
で
そ
れ
を
い
い
出
す
こ
と
も
し
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
点
で
き
わ
め
て
辛
抱
強
く
感
情
を
外
に
表
わ
さ
な
い
か

ら
で
あ
る
（
死
ぬ
覚
悟
で
い
る
場
合
は
別
で
あ
る
）
。
従
っ
て
い
さ
か
い
は
稀
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
さ
か
い
を
す
る
者
は
死
を

決
意
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
武
器
［
刀
剣
］
は
そ
う
い
う
こ
と
に
適
し
て
い
て
、
死
者
を
出
さ
な
い
い
さ
か
い
は
稀
に

し
か
起
こ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
が
他
方
を
殺
す
場
合
に
、
士
掛
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
強
要
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
道
理
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
逃
げ
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
結
果
、
か
か
る
こ
と
が
彼
ら
の
上
に
起
こ
れ
ば
、

他
人
か
ら
殺
さ
れ
る
の
は
不
名
誉
と
考
え
て
、
彼
ら
は
そ
れ
以
前
に
自
分
で
腹
を
切
る
。
自
分
で
生
命
を
絶
っ
こ
と
は
名
誉
で
あ
り
、

勇
気
あ
る
こ
と
と
し
て
他
人
か
ら
褒
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
自
分
で
自
ら
の
生
命
を
絶
つ
と
い
う
行
為
に
は
、
重
大
な
儀
式
と
厳

粛
さ
が
伴
い
、
ど
の
よ
う
に
切
腹
す
る
か
見
守
っ
て
い
る
大
勢
の
人
々
の
見
せ
物
と
な
る
。
こ
の
気
概
と
誇
り
か
ら
、
意
志
の
弱
さ
や

卑
怯
さ
を
見
せ
ま
い
と
す
る
気
持
が
そ
の
人
の
心
の
中
に
生
じ
、
裁
き
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
種
類
の
死
を
課
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
死

刑
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
女
で
さ
え
、
む
し
ろ
た
い
へ
ん
な
勇
気
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
場
に
居
合
わ
す
人
々
と
数
々
の
挨
拶
を

交
わ
し
、
彼
ら
は
死
に
臨
ん
で
決
然
と
し
た
態
度
を
示
し
て
冷
静
な
気
持
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
　
（
日
本
教
会
史
、
一
巻
、
十
章
）



四
十
八
番
　
白
拍
子

曲
舞
舞

門
職
人
尽
】

門
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
】
四
番
右
　
白
拍
子

妹
の
思
一
こ
ゑ
に
て
も
か
そ
へ
は
や
月
見
る
こ
と
の
つ
も
る
夜
比
を

思
わ
ひ
心
を
せ
め
て
ふ
ま
れ
け
り
つ
ら
し
く
と
い
ひ
か
さ
ね
つ
㌧

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
判
云
、
月
は
、
左
可
可
、
三
秋
の
あ
わ
れ
に
た
へ
す
、
；
戸
の
心
さ
し
を
い
う
に
侍
れ
と
、
左
可
可
、
…
…
勝
と
申
侍
ぬ
る
。
恋
は
、
…
・
－

　
右
の
可
可
、
こ
と
の
さ
ま
、
可
可
の
す
か
た
、
言
猶
感
動
、
頗
可
為
勝
者
歎
。

　
　
門
後
撰
夷
曲
集
】
白
拍
子
　
煩
悩
も
菩
提
と
聞
き
て
い
に
し
へ
の
白
拍
子
さ
へ
仏
と
や
い
ふ
く
喜
雲
V
　
　
【
誹
諸
職
人
尽
】
白
拍
子
　
柳
に
は
鼓

　
　
も
打
た
ず
唄
も
な
し
く
其
角
V
　
宿
下
り
の
麦
も
露
け
し
妓
王
村
く
午
寂
V
　
大
象
の
傾
城
あ
ゆ
み
暑
さ
哉
く
六
椀
　
青
峨
V
　
古
代
付
合
の
句

　
　
に
　
広
き
世
に
名
を
取
れ
る
遊
君
　
嵯
峨
の
西
と
ぢ
こ
も
り
た
る
生
仏
く
立
甫
V
　
同
　
舞
姫
の
裾
か
ら
そ
つ
と
手
を
入
れ
て
　
静
は
泣
く
泣
く

　
　
出
づ
る
雪
隠
く
堺
　
元
順
V
　
入
相
に
要
も
ゆ
る
む
五
月
雨
く
渓
淵
V
　
仏
出
て
扇
露
け
し
嵯
峨
の
庵
く
也
足
亭
登
度
V
　
夕
顔
や
隣
を
聞
け

　
　
ば
白
拍
子
く
祇
山
V
　
白
拍
子
ま
た
裾
軽
し
士
二
夜
く
逸
秋
V
　
蝶
々
も
狂
ひ
伸
間
や
し
ら
拍
子
く
川
越
　
連
国
V
　
白
拍
子
白
衣
に
な
り
て
涼

　
　
む
か
な
く
全
V
　
花
鳥
に
我
が
身
の
上
や
白
び
や
う
し
く
佳
節
V
　
太
刀
帯
び
て
媚
を
売
り
け
ん
月
の
眉
く
桃
渓
改
　
桃
見
V
　
し
ら
び
や
う
し

　
　
隙
な
手
も
あ
り
小
夜
砧
く
嘉
橋
V
　
題
歌
妓
　
狂
詩
一
律
　
吉
野
丸
花
躍
　
歌
鶯
姿
似
燕
　
橘
町
振
柚
香
　
遊
女
意
如
娘
　
流
液
平
相
国
　
誰
知

　
　
明
旦
景
　
抜
腰
源
九
郎
　
還
勝
昨
宵
涼
く
北
隈
斉
　
水
和
V
　
秋
淋
し
仏
の
景
の
草
枕
く
全
V
　
檜
扇
子
を
柱
に
干
す
や
五
月
雨
く
水
楼
V
　
長

　
　
刀
も
持
た
せ
て
見
た
き
扇
か
な
く
如
尺
V
　
白
拍
子
言
葉
に
花
の
女
か
な
く
列
張
V
　
名
月
も
い
さ
よ
ひ
も
し
ら
し
ら
拍
子
く
蓼
和
V
　
追
加

　
　
柚
の
香
の
流
れ
て
水
木
春
深
し
く
白
秒
V
　
舞
の
手
の
波
間
を
潜
る
衛
哉
く
友
以
V
　
茸
狩
り
や
ま
た
覗
か
る
る
祇
王
庵
く
東
風
V
　
／
　
曲
舞

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）
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一
〇
六

舞
　
一
夜
来
て
三
井
寺
う
た
へ
初
し
ぐ
れ
く
夜
白
V
　
曲
の
う
ち
は
弁
慶
い
か
に
合
歓
の
花
く
水
馬
V
　
御
命
講
の
日
暮
れ
や
尼
の
居
曲
舞
く
蓼

和
V
　
　
丙
職
人
尽
狂
歌
合
】
左
　
寄
白
拍
子
恋
　
口
説
く
と
も
落
ち
ぬ
は
情
け
し
ら
拍
子
あ
が
仏
よ
と
朝
暮
拝
し
て
　
左
右
、
お
か
し
く
言
ひ
お

ほ
せ
ら
れ
た
り
。
持
に
て
侍
る
べ
し
。
　
／
右
寄
白
拍
子
恋
　
さ
さ
が
に
の
い
そ
の
禅
師
が
伝
へ
か
や
来
べ
き
夜
さ
と
す
ふ
る
ま
ひ
の
手
も

　
…
…
右
、
さ
さ
が
に
の
い
、
と
続
け
ら
れ
し
、
な
べ
て
の
口
っ
き
な
ら
ず
。
此
の
っ
が
ひ
、
左
右
ひ
と
し
く
や
。
　
／
　
左
　
寄
し
ら
拍
子
恋

　
あ
だ
波
の
よ
所
に
や
立
っ
と
白
拍
子
浅
妻
舟
の
梶
を
と
る
身
は
　
左
、
心
聞
一
」
え
た
り
。
右
、
…
…
勝
に
て
侍
り
な
ん
。
　
／
　
左
　
寄
く
せ

ま
ひ
舞
恋
　
か
く
ば
か
り
忍
ぷ
は
恋
の
く
せ
舞
の
二
人
静
に
あ
ふ
よ
し
も
が
な
　
…
：
・
恋
の
く
せ
ま
ひ
、
人
が
ら
い
さ
さ
か
す
ぐ
れ
て
見
へ
侍
り
。

　
／
　
左
　
寄
く
せ
舞
ま
ひ
恋
　
い
か
に
せ
む
恋
に
泪
の
く
せ
舞
の
っ
い
一
く
さ
り
濡
ら
す
挟
は
　
左
、
下
の
句
、
こ
と
に
味
は
ひ
あ
り
。
…
…

勝
負
わ
き
が
た
し
。

門
本
文
畠

四
十
八
番

っ
㌧
み
う
ち
み
は
や
し
け
る
も
い
ち
し
る
く

月
に
か
な
っ
る
し
ら
ひ
や
う
し
か
な

く
せ
ま
ゐ
の
月
に
は
？
b
き
を
く
ら
や
ま

そ
の
名
か
く
れ
ぬ
秋
の
も
中
を

　
左
、
さ
せ
る
ふ
し
な
さ
寄
な
る
を
や
。
右
は
、
当
世

　
く
せ
舞
に
、
月
に
は
っ
ら
き
小
倉
山
、
そ
の
名
は

　
か
く
れ
さ
り
け
り
、
と
い
ふ
音
頭
を
思
よ
せ
た
る

　
に
や
。
道
に
よ
り
て
か
し
こ
け
れ
は
、
為
勝
。

わ
す
れ
ゆ
く
人
も
む
か
し
の
お
と
こ
舞

く
る
し
か
り
け
る
恋
の
せ
め
か
な

つ
㌧
み
ー
〔
類
〕
鼓

し
ら
ひ
や
う
し
か
な
1
〔
類
〕
白
拍
子
哉

く
せ
ま
ゐ
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
く
せ
ま
ひ
〔
類
〕
く
せ
舞
を
く
ら
や
ま
1
〔
類
〕
小
倉
山

も
中
1
〔
類
〕
も
な
か

な
さ
1
〔
尊
〕
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
な
き

く
せ
舞
1
〔
類
〕
曲
舞
　
そ
の
名
は
1
〔
白
〕
そ
の
名

わ
す
れ
ゆ
く
－
〔
類
〕
忘
れ
行
　
む
か
し
－
〔
白
〕
む
し



車
に
て
そ
て
う
ち
ふ
り
し
ま
ゐ
女

か
㌧
る
こ
ひ
す
と
ひ
と
は
し
り
き
や

　
左
、
昔
の
男
舞
、
恋
の
せ
め
な
と
、
胃
め
き
た
る
に
、

　
腰
の
句
っ
㌧
か
す
聞
ゆ
。
右
は
、
袖
う
ち
ふ
り
し
と

　
い
ひ
て
、
し
り
き
や
と
い
ひ
と
ち
め
た
る
は
、
彼
光
源

　
氏
の
寄
を
思
へ
る
歎
。
や
さ
し
く
侍
を
、
お
の
か
名
を

　
あ
ら
は
し
て
、
か
㌧
る
と
い
へ
る
や
、
あ
ま
り
な
ら
む
。

　
左
可
勝
や
。

　
　
　
　
◇

　
し
ら
ひ
や
う
し

所
く
に

ひ
く
水
は
、

山
田
の
井
と

の
な
は
し
ろ

　
く
せ
ま
ゐ
舞

月
に
は
？
b
き

を
く
ら
山
、
そ
の
名
は

か
く
れ
さ
り
け
り

◇

す
こ
し

そ
て
う
ち
ふ
り
し
ー
〔
類
〕
袖
打
ふ
り
し
　
ま
ゐ
女
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
ま
ひ
女

こ
ひ
す
ー
〔
類
〕
恋
す
　
ひ
と
1
〔
類
〕
人

せ
め
1
〔
類
〕
責
　
胃
め
き
た
る
に
ー
〔
白
〕
寄
め
き
た
る
〔
類
〕
歌
め
き
た
る
に

聞
ゆ
ー
〔
類
〕
き
こ
ゆ
　
う
ち
ふ
り
し
1
〔
類
〕
う
ち
振
し

寄
－
〔
類
〕
歌
　
侍
を
－
〔
類
〕
侍
る
を
　
お
の
か
－
〔
明
〕
を
の
か
〔
類
〕
㌧
の
か

あ
ら
は
し
て
－
〔
類
〕
顕
は
し
て
　
な
ら
む
1
〔
類
〕
な
ら
ん
　
す
こ
し
ー
〔
類
〕
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
ひ
や
う
し

し
ら
ひ
や
う
し
－
〔
白
〕
〔
類
〕
白
拍
子
〔
忠
〕
四
十
八
番
白
拍
子

所
く
－
一
白
一
可
一
忠
一
警

水
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
礼

な
は
し
ろ
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
な
わ
し
ろ

く
せ
ま
ゐ
舞
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
曲
舞
、
〔
明
〕
く
せ
ま
ひ
舞

を
く
ら
山
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
小
倉
山
　
そ
の
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
其
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一
〇
八

門
語
注
】

◎
白
拍
子
は
、
鼓
な
ど
の
伴
奏
で
今
様
な
ど
を
歌
い
、
舞
を
舞
う
芸
能
。
ま
た
、
そ
れ
を
行
う
遊
女
。
も
と
仏
家
の
声
明
か
ら
出
た
芸

能
で
あ
る
が
、
平
安
末
ご
ろ
、
水
干
に
袴
姿
の
、
男
装
の
白
拍
子
が
出
て
、
急
速
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
（
本
職
人
歌
合
の
絵
は
、
小
柚
、

袴
姿
。
）
平
清
盛
や
源
義
経
、
後
鳥
羽
院
な
ど
、
貴
顕
の
遊
宴
に
侍
る
こ
と
も
多
か
っ
た
（
後
藤
紀
彦
「
遊
女
と
朝
廷
⑧
貴
族
　
中
世

前
期
の
遊
女
た
ち
」
〈
週
刊
朝
日
百
科
　
日
本
の
歴
史
　
中
世
I
I
③
V
）
。
室
町
時
代
の
白
拍
子
の
実
態
に
っ
い
て
は
不
明
。

　
曲
舞
は
、
室
町
時
代
初
期
ご
ろ
起
こ
り
、
中
期
ご
ろ
ま
で
流
行
し
た
舞
。
白
拍
子
舞
か
ら
派
生
し
、
鼓
の
伴
奏
で
、
叙
事
的
な
内
容

の
歌
に
っ
れ
て
、
簡
単
な
舞
を
舞
っ
た
と
い
う
。
白
拍
子
舞
よ
り
も
当
世
風
な
舞
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
観
阿
弥
が
こ
れ
を
取
り
入
れ
て
、

猿
楽
の
ク
セ
を
成
立
さ
せ
た
。
女
が
立
烏
帽
子
に
水
干
、
大
口
の
男
姿
で
演
じ
る
女
曲
舞
が
、
こ
と
に
喜
ば
れ
た
。
本
職
人
歌
合
も
、

女
曲
舞
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
立
烏
帽
子
に
薄
物
の
直
垂
、
袴
姿
。
）

◎
つ
、
み
う
ち
　
白
拍
子
が
鼓
の
伴
奏
で
舞
を
舞
っ
た
こ
と
に
っ
い
て
は
、
『
平
家
物
語
』
一
、
「
祇
王
」
に
、
白
拍
子
、
仏
の
今
様
を

聞
い
た
清
盛
が
、
「
こ
の
ぢ
や
う
で
は
舞
も
さ
だ
め
て
よ
か
る
ら
む
。
一
番
見
ば
や
。
っ
ゾ
み
う
ち
め
せ
、
と
て
め
さ
れ
」
（
日
本
古
典

文
学
大
系
）
た
と
あ
り
、
ま
た
、
『
義
経
記
』
六
、
「
静
若
宮
八
幡
宮
へ
参
詣
の
事
」
に
、
頼
朝
に
舞
を
強
要
さ
れ
た
白
拍
子
、
静
が
、

「
こ
の
た
び
は
御
不
審
の
身
に
て
召
し
下
さ
れ
候
ひ
し
か
ば
、
っ
ゾ
み
う
ち
な
ど
を
も
連
れ
て
も
下
り
候
は
ず
。
：
…
わ
れ
／
＼
は
都

へ
上
り
、
又
こ
そ
っ
ゾ
み
う
ち
用
意
し
て
、
わ
ざ
と
下
り
て
法
楽
に
舞
ひ
候
は
め
」
と
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
頼
朝
は
、
工
藤
祐
経

に
鼓
を
打
た
せ
、
畠
山
重
忠
に
笛
を
吹
か
せ
る
な
ど
し
て
、
舞
を
舞
わ
せ
た
、
と
い
う
話
が
見
え
る
。
な
お
、
祐
経
に
鼓
を
打
た
せ
る

な
ど
し
た
こ
と
は
、
幸
若
舞
曲
「
静
」
に
も
見
え
る
。
こ
こ
の
「
鼓
打
ち
」
は
、
名
詞
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
鼓
を
打
っ
て
、
と
取

る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

◎
み
は
や
し
け
る
　
　
「
見
は
や
し
」
に
、
白
拍
子
の
縁
語
「
難
し
」
を
掛
け
る
。
「
見
は
や
す
」
は
、
見
て
も
て
は
や
す
こ
と
。
こ
こ

は
、
素
直
に
読
め
ば
、
白
拍
子
の
舞
を
見
は
や
す
、
と
取
れ
る
が
、
月
を
見
は
や
す
心
も
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
和
歌
に
は
、
「
山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む
く
読
人
不
知
V
」
（
古
今
集
、
一
、
春
歌
上
）
な

ど
の
例
が
あ
る
が
、
そ
う
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
は
な
い
。
「
難
し
」
を
掛
け
る
た
め
に
あ
え
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
灘
す
」



は
、
『
義
経
記
」
、
前
項
引
用
直
前
に
、
「
都
に
て
内
侍
所
に
召
さ
れ
し
時
は
、
内
蔵
頭
信
光
に
難
さ
れ
て
舞
ひ
た
り
し
ぞ
か
し
。
神
泉

苑
の
池
の
雨
乞
ひ
の
時
は
、
四
条
の
き
す
は
ら
に
難
さ
れ
て
こ
そ
舞
ひ
て
候
ひ
し
か
」
と
い
う
静
の
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
、
幸
若
舞
曲

「
静
」
に
も
、
「
な
い
し
所
へ
め
さ
れ
、
駿
河
の
ま
ひ
を
ま
ひ
け
る
に
、
月
卿
雲
客
ひ
や
う
し
を
と
っ
て
、
は
や
さ
れ
た
り
」
な
ど
と
あ

る
。◎

い
ち
し
る
く
　
「
い
ち
じ
る
し
」
は
「
い
ち
し
る
し
」
の
新
形
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
で
は
、
「
い
ち
し
る
し
」
を
標
準
語
と
す
る

意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
』
「
い
ち
し
る
し
」
の
項
）
。
こ
こ
も
、
清
音
で
読
む
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
の
例
は
ク
活
用
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
に
は
、
ク
活
用
か
ら
派
生
し
た
シ
ク
活
用
の
例
は
少
な
く
、
本
来

の
ク
活
用
が
標
準
語
の
地
位
に
あ
っ
た
（
同
前
）
。
こ
と
に
、
和
歌
で
は
、
シ
ク
活
用
と
断
定
で
き
る
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
白

拍
子
の
舞
が
優
れ
て
い
る
意
に
、
月
が
明
る
く
際
立
っ
て
い
る
心
を
含
ま
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
月
に
か
な
つ
る
　
「
か
な
づ
」
は
、
舞
を
舞
う
こ
と
。
「
月
に
か
な
づ
」
は
、
月
の
下
で
舞
を
舞
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

伝
統
的
な
和
歌
の
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
（
そ
も
そ
も
、
「
か
な
づ
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
和
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。
）

こ
こ
は
、
白
拍
子
の
歌
う
今
様
な
ど
の
歌
詞
に
基
づ
く
か
。
未
考
。

◎
〈
せ
ま
ゐ
の
　
曲
舞
の
詞
章
に
あ
る
よ
う
に
、
の
意
か
。

◎
月
に
は
？
り
き
を
く
ら
や
ま
そ
の
名
か
く
れ
ぬ
秋
の
も
中
を
　
判
詞
に
指
摘
し
、
ま
た
、
画
中
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は

や
っ
て
い
た
曲
舞
の
詞
章
に
基
づ
く
表
現
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
、
未
考
。
「
小
倉
山
」
は
、
京
都
西
郊
（
現
京
都
市
右
京
区
）
の
山
。

大
堰
川
を
挟
ん
で
嵐
山
と
対
す
る
。
紅
葉
の
名
所
。
歌
枕
。
「
百
人
一
首
」
ゆ
か
り
の
小
倉
山
荘
の
あ
っ
た
こ
し
一
で
も
著
名
。
和
歌
で

は
、
「
い
づ
く
に
か
今
夜
の
月
の
曇
る
べ
き
小
倉
の
山
も
名
を
や
変
ふ
ら
ん
く
道
済
V
」
（
新
古
今
集
、
四
、
秋
歌
上
）
の
よ
う
に
、

「
小
暗
」
に
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
も
、
「
小
暗
」
を
掛
け
る
。
「
そ
の
名
隠
れ
ぬ
」
は
、
小
倉
山
が
肯
名
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
下
の
「
秋
の
最
中
」
に
係
る
。
「
秋
の
最
中
」
は
陰
暦
八
月
十
五
夜
。
「
水
の
お
も
に
照
る
月
な
み
を
数
ふ
れ

ば
こ
よ
ひ
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
る
く
順
V
」
（
和
漢
朗
詠
集
、
上
、
秋
、
八
月
十
五
夜
付
月
）
が
著
名
。
月
に
と
っ
て
は
心
な
い
「
を
ぐ

ら
」
山
で
あ
る
。
今
宵
は
そ
の
よ
う
に
名
高
い
十
五
夜
で
あ
る
と
い
う
の
に
。
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一
〇

◎
さ
せ
る
ふ
し
な
さ
寄
な
る
を
や
　
　
「
な
さ
」
は
「
な
き
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
底
本
以
外
の
諸
本
は
、
す
べ
て
「
な
き
」
・
「
節
」
は

歌
論
用
語
で
、
歌
の
着
想
、
趣
向
、
場
面
構
成
の
こ
と
。
歌
合
に
お
い
て
は
、
「
珍
し
き
節
」
の
詠
出
が
評
価
さ
れ
た
（
有
吉
保
『
和

歌
文
学
辞
典
』
「
節
」
の
項
一
。
こ
こ
は
、
．
特
別
な
趣
向
も
な
い
、
っ
書
な
い
歌
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
・
「
節
」
；
寄
」
に
・
白
拍

子
の
歌
う
今
様
な
ど
の
「
節
」
、
「
歌
」
の
意
を
掛
け
、
戯
れ
る
か
。

◎
当
世
く
せ
舞
に
、
月
に
は
つ
ら
き
小
倉
山
、
そ
の
名
は
か
く
れ
さ
り
け
り
、
と
い
ふ
音
頭
　
「
そ
の
名
は
」
は
、
白
石
本
は
「
そ
の

名
」
と
、
「
は
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
音
頭
」
は
、
「
お
ん
ど
う
」
、
ま
た
は
転
じ
て
「
お
ん
ど
」
と
読
む
。
合
唱
や
合
奏

の
と
き
、
調
子
を
整
え
る
た
め
、
最
初
の
一
節
を
一
人
が
歌
っ
た
り
演
奏
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
曲
舞
に
も
音
頭
が
あ
っ
た
か
・

◎
思
よ
せ
た
る
に
や
　
　
「
思
ひ
寄
す
」
は
、
あ
る
こ
と
を
思
い
っ
い
て
、
題
意
に
関
連
づ
け
た
表
現
を
す
る
こ
と
・

◎
道
に
よ
り
て
か
し
こ
け
れ
は
　
「
道
に
よ
り
て
賢
し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
っ
い
て
は
、
そ
の
道
の
専
門
家
に
は
及
ば
な
い
・

の
意
の
諺
。
『
鴉
鷺
物
語
』
や
仕
｛
い
ん
「
推
は
道
昨
よ
り
て
賢
し
と
申
せ
ば
、
武
勇
の
不
思
議
は
、
諸
道
に
か
は
り
て
、
大
方
に
す
す
ど
げ

な
る
に
も
、
又
、
我
々
が
様
の
無
分
暁
な
る
形
に
も
よ
ら
ぬ
事
と
う
け
給
り
侯
ふ
」
と
あ
る
。
後
世
の
『
毛
吹
草
』
二
、
世
話
付
古
語

に
は
、
「
碁
せ
い
ゆ
み
ぢ
か
ら
」
と
並
べ
て
、
「
せ
い
は
み
ち
に
よ
り
て
か
し
こ
し
」
を
挙
げ
る
。
『
せ
わ
焼
草
」
二
、
曳
言
之
話
に
も
・

「
せ
い
は
道
に
よ
っ
て
か
し
こ
し
」
と
あ
り
、
－
『
警
楡
尽
』
に
は
、
「
性
は
道
に
依
っ
て
賢
し
　
異
二
、
生
ハ
依
け
道
一
賢
シ
云
云
。
生
一
生

産
ト
テ
所
ノ
銘
物
、
或
ハ
産
業
ト
テ
家
業
家
産
也
。
職
エ
ナ
リ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
後
世
の
例
だ
が
、
『
頼
豪
阿
闇
梨
惟
鼠
伝
』
八
套
に

は
、
「
げ
に
業
は
道
に
よ
っ
て
賢
し
。
も
し
西
行
に
あ
ら
ず
ば
、
よ
く
景
能
を
知
り
が
た
か
り
ぬ
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
・
曲
舞
の

世
界
に
っ
い
て
い
う
（
序
語
注
「
よ
ろ
っ
の
道
を
た
て
た
り
」
の
項
参
照
）
。
さ
す
が
曲
舞
舞
だ
け
あ
っ
て
、
曲
舞
の
詞
章
を
う
ま
く

詠
み
こ
ん
だ
、
と
褒
め
る
の
で
あ
る
。

◎
わ
す
れ
ゆ
く
人
も
む
か
し
の
お
と
こ
舞
　
「
む
か
し
」
は
、
白
石
本
は
「
む
し
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
今
こ
そ
あ
れ
我

も
昔
は
男
山
さ
か
ゆ
く
時
も
有
り
こ
し
も
の
を
く
読
人
不
知
V
」
（
古
今
集
、
十
七
、
雑
歌
上
）
を
ふ
ま
え
る
か
。
「
忘
れ
行
く
人
」
は
・

私
の
こ
と
を
忘
れ
て
行
く
人
。
「
思
ひ
や
る
か
た
な
き
ま
ま
に
忘
れ
行
く
人
の
心
ぞ
う
ら
や
ま
れ
け
る
く
中
原
頼
成
妻
V
」
（
後
拾
遺
集
・

十
四
、
恋
四
）
、
「
忘
れ
行
く
人
ゆ
ゑ
空
を
な
が
む
れ
ば
た
え
だ
え
に
こ
そ
雲
も
見
え
け
れ
く
範
兼
V
」
（
新
古
今
集
、
十
四
、
恋
歌
四
）



な
ど
の
例
が
あ
る
。
私
を
忘
れ
て
行
く
あ
の
人
も
昔
の
男
（
か
っ
て
の
恋
人
）
で
あ
っ
た
。
「
昔
の
男
」
か
ら
「
男
舞
」
と
続
く
。
「
男

舞
」
は
、
古
く
白
拍
子
の
舞
の
こ
と
。
男
装
を
し
て
舞
っ
た
こ
と
か
ら
い
う
。
『
徒
然
草
』
二
百
二
十
五
段
に
、
「
多
久
助
が
申
け
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
ま
き

通
憲
入
道
、
舞
の
手
の
中
に
興
あ
る
事
ど
も
を
え
ら
び
て
、
い
そ
の
禅
師
と
い
ひ
け
る
女
に
教
て
ま
は
せ
け
り
。
白
き
水
干
に
鞘
巻
を

差
さ
せ
、
烏
帽
子
を
ひ
き
入
た
り
け
れ
ば
、
を
と
こ
ま
ひ
と
ぞ
い
ひ
け
る
。
禅
師
が
む
す
め
、
し
づ
か
と
云
け
る
、
こ
の
芸
を
っ
げ
り
。

こ
れ
自
拍
子
の
根
元
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
一
、
祇
王
に
、
「
抑
、
我
朝
に
し
ら
拍
子
の
は
じ
ま
り
け
る
事
は
、
む
か

し
鳥
羽
院
の
御
宇
に
、
し
ま
の
せ
ん
ざ
い
、
わ
か
の
ま
ひ
と
て
、
こ
れ
ら
二
人
が
ま
ひ
い
だ
し
た
り
け
る
な
り
。
は
じ
め
は
す
い
か
ん

に
た
て
烏
帽
子
、
白
ざ
や
ま
き
を
さ
い
て
ま
ひ
け
れ
ば
、
お
と
こ
ま
ひ
と
ぞ
申
け
る
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
あ
る
。
そ
の
「
男

舞
」
の
よ
う
に
、
の
意
で
、
下
旬
に
続
く
。

◎
く
る
し
か
り
け
る
恋
の
せ
め
か
な
　
　
「
恋
の
責
め
（
名
詞
）
」
と
い
う
言
葉
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
「
枕
よ
り
あ
と
よ
り
恋
の
責
め

く
れ
ば
せ
む
方
な
み
ぞ
床
中
に
を
る
く
読
人
不
知
V
」
（
古
今
集
、
十
九
、
誹
諸
歌
）
は
著
名
。
恋
の
思
い
に
責
め
ら
れ
る
苦
し
さ
。

「
責
め
」
に
、
白
拍
子
な
ど
で
、
曲
の
終
わ
り
の
テ
ン
ポ
の
速
い
部
分
、
ま
た
、
そ
の
調
子
を
い
う
「
責
め
」
を
掛
け
る
。
『
義
経
記
』

六
、
「
静
若
宮
八
幡
宮
へ
参
詣
の
事
」
に
、
「
し
ん
む
し
や
う
の
曲
半
ら
ば
か
り
数
へ
た
り
け
る
所
に
、
祐
経
こ
㌧
ろ
な
し
と
や
思
ひ
け

ん
、
水
干
の
袖
を
外
し
て
、
せ
め
を
ぞ
打
ち
た
り
け
る
。
静
、
君
が
代
の
、
と
上
げ
た
り
け
れ
ば
、
人
々
こ
れ
を
聞
て
、
情
け
な
き
祐

経
か
な
、
今
一
折
舞
は
せ
よ
か
し
、
と
ぞ
申
け
る
」
と
あ
る
。
（
男
舞
の
責
め
の
よ
う
に
）
苦
し
い
恋
の
責
め
を
受
け
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
な
お
、
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
四
番
右
、
白
拍
子
の
恋
の
歌
に
も
、
「
思
ひ
わ
び
心
を
せ
め
て
ふ
ま
れ
け
り
」
と
、
同
様

の
掛
詞
が
あ
る
。

◎
車
に
て
…
…
　
判
詞
に
も
言
う
ご
と
く
、
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
で
、
源
氏
が
紅
葉
賀
の
試
楽
で
青
海
波
を
舞
っ
た
翌
朝
、
藤
壷
に

贈
っ
た
歌
、
「
物
思
ふ
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
」
を
本
歌
と
す
る
。

◎
車
に
て
そ
て
う
ち
ふ
り
し
ま
ゐ
女
　
　
「
車
」
は
山
車
。
「
舞
女
」
は
、
作
者
で
あ
る
曲
舞
舞
の
女
。
『
師
守
記
』
に
、
「
今
日
祇
園
御

輿
迎
如
例
、
鉾
以
下
冷
然
、
久
世
舞
車
有
之
云
々
」
（
貞
治
三
年
六
月
七
日
条
）
、
「
今
日
祇
園
御
霊
会
如
例
、
鉾
以
下
冷
然
、
無
作
山

等
、
於
定
鉾
者
如
近
年
歎
、
久
世
舞
車
有
之
云
々
」
（
同
十
四
日
条
）
な
ど
と
あ
り
、
『
五
音
』
下
に
、
「
今
ハ
、
皆
々
、
曲
舞
ノ
舞
手

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）



二
一

絶
エ
テ
、
女
曲
舞
ノ
加
賀
ガ
末
流
ナ
ラ
デ
ハ
不
レ
残
。
祇
園
ノ
会
ノ
車
ノ
上
ノ
曲
舞
、
コ
ノ
家
ナ
リ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
尺
素
往
来
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
せ

上
に
、
「
祇
園
ノ
御
霊
ノ
会
、
今
年
殊
二
結
構
。
山
崎
之
定
鉾
、
大
宿
直
之
笠
鷺
鉾
、
…
…
癖
舞
、
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
祇
園

会
に
曲
舞
の
山
車
が
出
て
い
た
。
（
謡
曲
「
舞
車
」
に
よ
れ
ば
、
遠
江
国
見
付
の
祇
園
会
に
も
曲
舞
の
山
車
が
出
た
と
い
う
。
）
こ
こ
は
、

そ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
舞
の
柚
を
振
る
の
を
、
恋
人
へ
の
合
図
と
見
立
て
る
の
で
あ
る
。

◎
か
、
る
こ
ひ
す
と
　
　
「
か
か
る
恋
」
は
、
「
わ
が
た
め
に
か
っ
は
？
り
し
と
見
山
木
の
こ
り
と
も
こ
り
ぬ
か
か
る
恋
せ
じ
く
読
人
不

知
V
」
（
後
撰
集
、
十
四
、
恋
六
）
、
「
黒
髪
に
白
髪
ま
じ
り
生
ふ
る
ま
で
か
か
る
恋
に
は
い
ま
だ
あ
は
ざ
る
に
く
坂
上
郎
女
V
」
（
拾
遺

集
、
十
五
、
恋
五
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
（
苦
し
い
）
恋
。
そ
の
意
味
の
「
か
か
る
」
に
、
歌
や
舞
が
拍
子
に
乗
る
意
の

「
か
か
る
」
を
掛
け
る
。
猿
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
曲
舞
に
っ
い
て
、
『
曲
付
次
第
』
に
、
「
是
は
、
世
の
常
の
音
曲
に
は
変
り
た
る
曲

流
な
り
。
先
、
拍
子
を
体
に
し
て
、
拍
子
に
か
か
り
て
、
軽
々
と
行
く
べ
し
」
と
あ
り
、
本
来
の
曲
舞
も
、
「
か
か
る
」
こ
と
を
特
徴

と
す
る
、
軽
快
な
歌
舞
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

◎
嵜
め
き
た
る
に
　
白
石
本
は
「
可
可
め
き
た
る
」
と
、
「
に
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
歌
め
く
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
「
ひ

ば
り
の
意
趣
に
は
か
な
ひ
、
す
が
た
も
歌
め
き
て
は
侍
る
を
」
（
六
百
番
歌
合
、
春
中
、
十
八
番
判
詞
）
、
「
す
が
た
歌
め
き
た
る
に
っ

き
て
、
右
勝
べ
き
に
こ
そ
」
（
同
、
恋
九
、
二
十
八
番
判
詞
）
、
「
い
ま
す
こ
し
歌
め
き
て
き
こ
え
侍
る
に
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
千
二
百

九
十
九
番
判
詞
）
な
ど
、
歌
合
判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
い
か
に
も
歌
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
表
現
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味

（
『
和
歌
大
辞
典
』
「
歌
め
く
」
の
項
）
。
歌
の
「
姿
」
に
っ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

◎
腰
の
句
つ
、
か
す
聞
ゆ
　
「
腰
の
句
」
は
、
歌
の
第
三
旬
。
第
三
旬
の
「
男
舞
」
が
、
第
五
旬
の
「
責
め
」
に
続
き
、
直
接
、
第
四

旬
の
「
苦
し
か
り
け
る
」
に
続
か
な
い
こ
と
を
い
う
か
。

◎
い
ひ
と
ち
め
た
る
　
「
言
ひ
閉
ぢ
む
」
は
、
強
い
調
子
で
言
い
切
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歌
合
判
詞
に
、
多
く
は
な
い
が
、
「
葦
の
葉

も
霜
桔
れ
に
け
り
難
波
が
た
玉
藻
刈
り
舟
行
き
通
ふ
み
ゆ
…
…
を
は
り
の
句
の
い
ひ
と
ぢ
め
た
る
ほ
ど
、
に
ほ
ひ
す
く
な
き
や
う
に
侍

れ
ど
…
…
」
（
広
田
社
歌
合
、
海
上
眺
望
士
二
番
）
、
「
秋
風
の
吹
き
そ
め
し
よ
り
な
れ
に
け
る
挟
の
露
は
こ
よ
ひ
ば
か
り
や
…
…
こ
よ

ひ
ば
か
り
や
も
、
い
ひ
と
ぢ
め
ぬ
心
ち
し
侍
れ
ど
、
…
…
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
八
百
十
六
番
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。



◎
や
さ
し
く
侍
を
　
「
や
さ
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
女
性
的
な
優
美
、
繊
細
な
感
情
や
情
趣
に
っ
い
て
い
う
（
和
歌
大
辞
典
「
や
さ

し
」
の
項
）
。

◎
お
の
か
名
を
あ
ら
は
し
て
、
か
㌔
る
と
い
へ
る
や
、
あ
ま
り
な
ら
む
　
　
「
舞
女
」
と
、
歌
の
作
者
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
な
お
、
「
か

か
る
」
と
い
う
曲
舞
の
縁
語
を
用
い
た
点
が
、
あ
ま
り
に
露
骨
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
、

◎
所
く
に
ひ
く
水
は
、
山
田
の
井
と
の
な
は
し
ろ
「
水
一
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
は
「
礼
一
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
言
。
今
様

な
ど
の
詞
章
で
あ
ろ
う
が
、
未
考
。
所
々
の
田
に
引
く
水
は
山
田
の
井
戸
か
ら
取
る
水
で
、
そ
の
水
を
張
っ
た
苗
代
、
の
意
か
。

◎
月
に
は
？
．
り
き
を
く
ら
山
、
そ
の
名
は
か
く
れ
さ
り
け
り
　
当
時
は
や
っ
て
い
た
曲
舞
の
詞
章
で
あ
ろ
う
が
、
未
考
。

門
絵
〕

　
白
拍
子
は
垂
髪
で
、
小
袖
に
緋
の
長
袴
を
履
き
、
右
手
に
扇
を
持
っ
。
横
に
鼓
。
反
対
側
に
、
脱
ぎ
捨
て
た
打
掛
。

　
曲
舞
舞
は
、
垂
髪
に
立
烏
帽
子
を
被
り
、
薄
物
の
直
垂
を
着
て
白
袴
を
履
き
、
右
手
に
扇
を
持
っ
。
横
に
鼓
。
類
従
本
は
、
直
垂
の

紐
を
描
き
落
と
す
。

門
参
考
】

○
　
曲
舞
は
て
て
、
各
々
別
れ
け
る
中
に
、
あ
り
し
に
ま
さ
る
け
ふ
の
舞
哉
、
と
人
の
い
ふ
を
、
連
歌
に
取
り
な
し
て

出
で
て
い
な
ば
た
れ
か
別
れ
の
か
た
つ
ぶ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誹
譜
連
歌
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

○
折
節
御
前
に
、
磯
の
禅
師
が
女
に
、
静
と
い
へ
る
白
拍
子
、
今
様
を
謡
ひ
っ
っ
、
お
酌
に
立
ち
て
花
葛
、
か
か
る
姿
ぞ
類
ひ
な
き
、

舞
の
袖
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
正
尊
」
）

○
昔
筑
前
の
太
宰
府
に
、
庵
に
檜
垣
し
っ
ら
ひ
て
住
み
し
白
拍
子
、
後
に
は
衰
へ
て
こ
の
白
河
の
ほ
と
り
に
住
み
し
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
檜
垣
」
）

〇
一
樹
の
蔭
や
、
一
河
の
水
、
皆
こ
れ
他
生
の
縁
と
い
ふ
、
白
拍
子
を
ぞ
謡
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
千
手
」
）

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二



一
四

○
童
随
身
そ
の
時
に
、
お
酌
に
立
ち
て
慰
め
の
、
今
様
朗
詠
す
。
一
樹
の
蔭
や
、
一
河
の
水
、
皆
こ
れ
他
生
の
縁
と
い
ふ
、
白
拍
子
を

ぞ
奏
で
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
住
吉
詣
」
）

○
さ
ら
ば
そ
の
名
を
あ
ら
は
す
べ
し
。
古
仏
御
前
と
申
し
し
白
拍
子
は
、
こ
の
国
よ
り
出
で
し
人
な
り
。
　
　
　
　
（
謡
曲
「
仏
原
」
）

○
又
加
賀
の
国
よ
り
仏
御
前
と
申
し
て
、
こ
れ
も
白
拍
子
に
て
候
ふ
が
、
浄
海
の
御
目
に
か
か
り
た
き
由
を
申
し
出
仕
申
さ
れ
侯
へ
ど

も
、
浄
海
の
御
詫
に
は
、
如
何
な
る
神
な
り
と
も
仏
な
り
と
も
、
祇
王
が
あ
ら
ん
程
は
御
対
面
叶
ふ
ま
じ
き
由
仰
せ
候
ふ
処
に
、
祇
王

の
御
申
し
に
は
、
い
づ
れ
も
流
れ
を
た
っ
る
は
同
じ
事
に
て
侯
へ
ば
、
御
対
面
な
く
て
は
叶
ふ
ま
じ
き
由
た
っ
て
御
申
し
候
ひ
て
、
こ

の
四
五
日
は
出
仕
を
と
ど
め
給
ひ
て
侯
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
祇
王
」
）

○
仰
せ
に
随
ひ
立
ち
上
が
り
、
ま
づ
悦
び
の
和
歌
の
声
、
い
で
祇
王
御
前
同
じ
く
は
、
相
曲
舞
に
立
ち
給
へ
。
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
又
人
の
申
さ
れ
候
ふ
は
、
地
獄
の
有
様
を
曲
舞
に
作
り
て
御
謡
ひ
あ
る
由
承
り
及
び
て
候
ふ
。
と
て
も
の
事
に
謡
う
て
御
聞
か
せ
給

へ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
歌
占
」
）

○
わ
が
子
の
常
は
小
歌
曲
舞
に
好
き
て
、
友
を
集
め
舞
ひ
謡
ひ
候
ひ
し
程
に
、
こ
の
尉
も
時
々
は
舞
ひ
謡
ひ
侯
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
木
賊
」
）

○
こ
れ
は
こ
の
国
の
傍
ら
に
住
む
白
拍
子
に
て
侯
ふ
。
鐘
の
供
養
に
、
そ
と
舞
を
舞
ひ
侯
ふ
べ
し
。
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
道
成
寺
」
）

○
又
こ
れ
に
渡
り
候
ふ
御
事
は
、
ひ
や
く
ま
山
姥
と
て
隠
れ
な
き
遊
女
に
て
御
座
侯
ふ
。
か
や
う
に
御
名
を
申
す
謂
れ
は
、
山
姥
の
山

廻
り
す
る
と
い
ふ
事
を
、
曲
舞
に
作
っ
て
御
謡
ひ
あ
る
に
よ
り
、
京
童
の
申
し
慣
は
し
て
侯
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
山
姥
」
）

○
思
ひ
よ
ら
ず
の
有
様
や
。
ゆ
く
衛
も
し
ら
ぬ
旅
人
と
、
相
曲
舞
こ
そ
大
事
な
れ
。
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
舞
車
」
〈
上
懸
版
本
V
）

○
鳶
々
舞
い
上
が
れ
、
鼠
焼
い
て
っ
き
上
げ
て
、
白
拍
子
殿
こ
そ
舞
の
手
の
上
手
よ
、
ひ
と
手
習
お
う
こ
ん
こ
う
舞
が
舞
の
手
、
舞
い

わ
舞
う
た
が
後
の
小
歌
を
忘
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）


