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下
　
　
　
房

　
　
凡
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
入
歌
A
昌
の
中
、
第
二
十
七
番
お
よ
び
第
二
十
八
番
の
注
解
を
収
め
た
。

俊

二
十
七
番
蒔
絵
師

貝
磨

丙
職
人
尽
蟹

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
六
番
右
蒔
絵
師

月
影
に
水
き
は
の
ま
さ
こ
か
き
ま
せ
て
浦
に
ま
き
ゑ
の
は
こ
さ
き
の
松

あ
ふ
こ
と
を
よ
そ
に
な
し
ち
の
数
は
か
り
あ
は
れ
こ
ま
か
に
ち
る
泪
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

判
云
、
月
の
左
右
寄
、
心
詞
あ
ら
ぬ
躰
に
し
て
、
得
失
は
か
は
る
こ
と
侍
り
。
恋
は
、
両
首
、
興
あ
る
さ
ま
に
と
り
な
せ
り
。
お
ほ
か
た

　
ま
こ
と
な
る
に
も
狂
た
る
に
も
よ
ら
す
、
寄
と
き
こ
ゆ
る
心
む
け
、
詞
つ
か
ひ
は
こ
と
な
る
も
の
に
て
侍
な
り
。
可
為
持
。

　
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
五
番
右
　
蒔
絵
師
　
此
の
岸
に
い
か
な
る
種
を
ま
き
ゑ
し
か
詠
む
る
花
の
匂
ひ
券
々
　
…
…
右
は
、
種
を
ま
き
ゑ
し

　
　
と
は
、
其
の
名
を
あ
ら
は
し
、
匂
ひ
苓
々
と
詠
ま
れ
し
も
、
朽
ち
せ
ぬ
こ
が
ね
の
言
葉
な
る
べ
し
。
と
か
く
重
き
方
に
心
を
引
か
れ
侯
へ
ば
、
右

　
　
の
勝
に
而
や
あ
ら
ん
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
蒔
絵
師
五
十
嵐
、
蝶
屋
、
山
本
、
田
付
、
原
田
等
の
家
あ
り
。
中
に
も
、
五
十
嵐
は
東
山
殿
の
時
、

　
　
名
人
也
。
将
軍
慈
照
院
義
政
公
、
蒔
絵
を
愛
し
給
ひ
て
、
五
十
嵐
に
か
か
し
め
給
へ
り
。
今
に
至
つ
て
時
代
物
と
称
し
、
東
山
殿
御
物
と
号
し
て
、



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

世
上
の
宝
と
な
す
。
其
の
様
、
比
類
な
き
も
の
也
。
重
箱
を
始
め
指
物
の
下
地
師
、
別
に
あ
つ
て
、
是
を
木
地
師
と
い
ふ
也
。
釘
を
用
ゐ
ず
、
膠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
　
　
　
　
　
き
り
か
ね
し

に
て
こ
れ
を
造
る
也
。
下
絵
書
、
外
に
あ
り
。
金
銀
の
粉
や
、
同
切
金
師
等
、
外
に
あ
り
。
　
／
　
青
貝
師
　
青
貝
は
、
二
条
川
原
町
を
始
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は
も
の

其
の
外
所
々
に
て
こ
れ
を
磨
る
な
り
。
こ
れ
を
買
い
取
り
て
諸
の
絵
様
を
作
り
、
器
に
つ
く
る
な
り
。
塗
師
、
外
に
あ
つ
て
、
こ
れ
を
得
て
地
を

塗
る
な
り
。
所
々
に
住
す
。
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職
人
づ
く
し
〕
桜
が
色
に
、
花
塗
り
の
吉
野
漆
の
塗
師
屋
蒔
絵
屋
檜
皮
屋
に
、
軒
の
御
簾

屋
の
玉
簾
…
…
　
　
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
ま
き
ゑ
師
　
小
鼓
や
蒔
絵
に
見
ゆ
る
松
ば
や
し
く
方
閑
V
　
あ
の
中
に
蒔
絵
書
き
た
し
宿
の
月
く
は
せ
を
V

撫
子
や
蒔
絵
書
く
人
を
恨
む
ら
ん
く
越
人
V
　
梅
一
輪
咲
き
て
天
下
の
蒔
絵
哉
く
巴
人
V
　
砂
子
地
や
明
石
の
月
の
ほ
の
ぼ
の
と
く
生
花
V
　
蒔

絵
師
の
思
は
ば
淋
し
秋
の
雲
く
文
笑
V
　
野
を
見
せ
て
蒔
絵
塗
る
ら
ん
草
の
花
く
備
中
成
羽
　
依
水
V
　
蒔
絵
師
の
手
の
油
気
に
花
曇
く
何
調
V

研
ぎ
出
し
の
月
の
光
や
鏡
山
く
腿
斗
V
　
蒔
絵
師
の
こ
ぼ
る
る
露
の
裾
野
哉
く
水
戸
　
来
由
V
　
蒔
絵
師
の
心
や
狂
ふ
村
紅
葉
く
期
雨
亭
婁
観
V

光
阿
弥
が
目
に
も
桜
や
東
山
く
佳
境
V
　
蒔
絵
師
の
紙
帳
を
花
の
舎
り
か
な
く
笙
二
V
　
楢
の
葉
の
錦
や
奈
良
の
古
蒔
絵
く
蓼
和
V
／
貝
摺

浪
の
間
や
小
貝
に
ま
じ
る
萩
の
塵
く
は
せ
を
V
　
と
こ
ぶ
し
は
宵
の
小
貝
や
磯
の
月
く
嵐
雪
V
か
げ
ろ
ふ
や
小
磯
の
貝
も
吹
き
立
て
ず
く
晋
子
V

朝
鮮
の
貝
も
拾
は
ん
け
ふ
の
汐
く
万
尺
V
　
貝
摺
の
鞘
に
暮
れ
た
る
螢
か
な
く
丈
国
V
　
貝
す
り
の
窓
を
訪
ふ
螢
か
な
く
柳
隣
V
　
貝
摺
の
耳
に

ば
か
り
の
師
走
か
な
く
景
湘
V
　
貝
す
り
の
寒
さ
忘
れ
し
水
仙
花
く
貞
芙
V
　
後
貝
と
見
ゆ
る
女
房
や
若
楓
く
蓼
和
V
　
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
い

首
〕
ま
き
ゑ
師
磨
き
っ
つ
塗
り
て
か
く
る
る
龍
田
川
い
っ
書
く
泥
の
蒔
絵
乾
か
ん
　
「
下
地
の
お
し
ろ
い
が
は
ぢ
く
は
。
七
郎
兵
へ
殿
、
そ
こ

の
け
ほ
を
よ
こ
し
や
さ
れ
」
「
泥
の
色
も
光
ら
ぬ
。
黒
ん
で
開
い
て
」
「
此
の
朱
色
は
き
つ
ふ
黒
ん
だ
」
　
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
五
十
三
番
左
　
蒔

絵
師
　
若
草
に
鶴
の
あ
ゆ
み
や
高
蒔
会
　
蒔
絵
の
莫
様
し
ほ
ら
し
う
仕
立
て
た
る
句
が
ら
、
い
と
め
で
た
し
。
…
…
い
つ
れ
も
当
道
を
述
べ
し
が
、

蒔
絵
の
光
こ
そ
な
ほ
勝
る
べ
け
れ
。

門
本
文
幽

廿
七
番

い
か
け
地
の
と
こ
ろ
く
の
き
り
か
ね
の

ひ
か
り
こ
と
な
る
あ
き
の
夜
の
月

き
り
か
ね
1
□
類
］
き
り
金

ひ
か
り
ー
［
類
U
光
あ
き
の
夜
1
□
類
］
秋
の
よ



秋
は
け
に
さ
す
か
な
り
け
り
か
ひ
か
た
な

さ
や
か
に
月
の
ひ
か
り
さ
し
っ
㌧

　
左
右
と
も
に
、
月
の
光
と
よ
め
り
。
猶
右
は
、
句

　
こ
と
に
一
首
の
心
い
ひ
あ
ら
は
し
て
、
さ
す
か
す
て

か
た
し
。
為
勝
。

し
た
へ
と
も
わ
れ
を
は
人
の
日
に
そ
へ
て

う
と
く
な
し
ち
の
た
え
ま
か
ち
の
み

色
に
い
て
㌧
ひ
と
に
こ
㌧
ろ
を
く
た
き
か
ゐ

あ
を
さ
め
は
っ
る
恋
も
す
る
か
な

左
は
、
こ
と
も
な
く
よ
ろ
し
。
右
は
、
ま
こ
と
に
恋

　
す
る
人
の
面
影
う
か
ひ
た
り
。
酋
勝
へ
く
や
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
ま
き
絵
し

此
御
た
ら
い
は
、

い
か
け
地
に
せ
よ
と

仰
ら
る
㌧
。
手
ま
は

よ
も
い
ら
し
。

　
員
す
り

こ
の
太
刀
の

さ
や
は
、
は
く

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

秋
l
n
類
］
妖
か
ひ
か
た
な
1
［
類
］
か
ひ
刀

ひ
か
り
－
［
類
］
光

わ
れ
1
［
類
］
我

た
え
ま
1
［
類
U
絶
ま

鯉
諭
壷
租
鶯
羅
類
］
人
に
心
を

面
影
1
［
類
］
面
か
け
勝
へ
く
や
ー
［
忠
］
可
勝
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き
え
し

ま
き
絵
し
ー
□
白
］
［
類
］
蒔
絵
士
□
忠
］
廿
七
番
蒔
絵
士

御
た
ら
い
ー
［
明
U
［
類
］
御
た
ら
ひ

仰
ら
る
㌧
－
［
白
］
仰
る
㌧
［
忠
］
□
類
］
仰
ら
れ
侯
手
ま
1
［
白
］
□
忠
］
手
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

員
す
り
1
［
白
］
［
類
U
貝
磨
［
忠
］
貝
磨

こ
の
ー
□
白
U
□
忠
］
此

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

た
い
の
か
ゐ
か

入
へ
き
。

か
ゐ
ー
□
明
］
［
類
］
か
ひ

汽
語
注
幽

◎
蒔
絵
は
、
調
度
晶
な
ど
に
施
す
漆
工
芸
の
一
。
漆
で
模
様
を
描
き
、
乾
か
な
い
う
ち
に
金
銀
の
粉
や
色
粉
を
蒔
い
て
付
着
さ
せ
、
模
様
を

表
す
。
一
鶴
撃
A
愛
歌
合
一
六
薯
に
「
蒔
箭
。

　
貝
磨
は
、
主
目
只
を
磨
り
み
が
い
て
螺
錨
細
工
を
す
る
職
人
で
あ
ろ
う
。
夜
光
員
な
ど
の
厚
貝
を
彫
刻
し
て
嵌
め
込
む
、
平
安
時
代
以
来
の

伝
統
的
な
螺
釦
が
室
町
時
代
に
な
っ
て
衰
微
し
、
代
わ
っ
て
、
明
の
影
響
で
、
青
貝
と
総
称
さ
れ
る
真
珠
員
、
飽
な
ど
の
青
み
を
帯
び
た
薄

員
を
用
い
て
螺
碧
作
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
た
。
な
お
、
後
世
の
『
擁
刎
肘
志
』
七
に
は
、
「
圭
員
螺
釦
ノ
用
フ
ル
所
。
二
条
河
原
町
ノ

人
家
、
之
ヲ
磨
リ
漆
匠
ノ
家
二
売
ル
」
と
あ
り
、
員
を
磨
る
職
人
と
、
そ
の
貝
を
用
い
て
螺
釦
を
作
る
職
人
と
は
分
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
本
職
人
歌
合
の
貝
磨
は
、
月
の
歌
お
よ
び
絵
か
ら
判
断
し
て
、
螺
銅
細
工
に
至
る
ま
で
の
工
程
を
一
貫
し
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

職
人
歌
合
に
初
出
。

　
蒔
絵
と
螺
釦
は
併
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
両
職
人
の
関
係
は
密
接
。

◎
い
か
け
地
の
と
こ
ろ
ジ
＼
の
き
り
か
ね
の
　
「
沃
懸
地
」
は
蒔
絵
の
技
法
の
一
っ
で
、
漆
塗
り
の
上
に
、
金
粉
ま
た
は
銀
粉
を
一
面
に
蒔

い
た
も
の
。
画
中
の
詞
に
も
、
「
此
御
盟
は
沃
懸
地
に
せ
よ
と
仰
ら
る
る
」
と
あ
る
。
「
切
金
」
は
、
蒔
絵
に
あ
し
ら
う
、
方
形
に
切
っ
た
金

銀
な
ど
の
小
薄
片
。
こ
こ
は
、
沃
懸
地
の
上
に
さ
ら
に
切
金
を
散
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
切
金
の
よ
う
に
「
光
殊
な
る
」
と
続
く
。

◎
ひ
か
り
こ
と
な
る
あ
き
の
夜
の
月
光
が
こ
と
さ
ら
美
し
い
秋
の
夜
の
月
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
す
が

◎
さ
す
か
な
り
け
り
　
「
や
は
り
格
別
だ
」
の
意
の
「
さ
す
が
」
に
、
「
刺
刀
」
（
腰
に
差
す
小
刀
。
ま
た
、
中
世
後
期
か
ら
は
、
懐
中
す
る

短
刀
を
い
う
）
を
掛
け
る
。
「
を
り
を
り
に
打
ち
て
焚
く
火
の
煙
あ
ら
ば
心
ざ
す
か
を
し
の
べ
と
ぞ
思
ふ
く
貫
之
V
」
（
後
撰
集
、
十
九
、
離

別
）
は
、
「
刺
刀
」
を
掛
詞
に
用
い
た
例
と
も
さ
れ
る
（
八
代
集
抄
所
引
『
為
家
抄
』
な
ど
）
が
、
そ
れ
以
外
で
は
「
刺
刀
」
を
歌
に
用
い
る

の
は
異
例
。
こ
こ
は
、
目
磨
が
細
工
を
施
す
対
象
で
あ
る
「
刺
刀
」
（
『
新
大
系
』
は
、
細
工
用
の
小
刀
と
す
る
）
を
、
あ
え
て
言
い
掛
け
た



の
で
あ
る
。

◎
か
ひ
か
た
な
　
「
員
刀
」
で
、
鞘
や
柄
に
螺
鍋
を
施
し
た
刀
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
さ
や
か
に
月
の
ひ
か
り
さ
し
つ
㌔
　
「
員
刀
」
か
ら
「
鞘
」
を
導
き
、
「
さ
や
か
に
」
と
続
け
る
。
貝
刀
の
鞘
が
あ
ざ
や
か
に
光
る
よ
う
に
、

さ
や
か
に
月
の
光
が
射
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
光
射
し
」
の
「
射
し
」
に
、
刀
で
「
刺
す
」
の
「
刺
し
」
、
ま
た
は
、
刀
を
「
差

す
」
の
「
差
し
」
を
掛
ナ
る
か
。

◎
旬
こ
と
に
一
首
の
心
い
ひ
あ
ら
は
し
て
　
「
刺
刀
」
、
「
員
刀
」
、
「
鞘
」
（
あ
る
い
は
「
刺
し
」
な
い
し
「
差
し
」
）
と
、
員
磨
に
関
係
深
い

言
墨
蕃
連
ね
た
こ
と
を
言
う
。

◎
さ
す
か
す
て
か
た
し
歌
の
書
轟
禾
の
「
さ
す
が
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
さ
す
が
う
ち
捨
て
が
た
い
い
い
歌
だ
、
と
戯
れ
た
の
で
あ
る
。

「
刺
刀
」
は
常
に
身
に
っ
け
て
い
る
べ
き
も
の
だ
、
の
意
を
掛
け
る
か
。

◎
し
た
へ
と
も
私
の
方
ま
相
手
を
恋
い
慕
う
け
れ
ど
も
。
「
慕
へ
」
に
、
あ
る
い
は
「
下
絵
」
を
掛
ナ
る
か
。

◎
わ
れ
を
は
人
の
　
私
を
相
手
の
方
は
。
下
句
の
「
疎
く
な
し
」
に
続
く
。

◎
う
と
く
な
し
ち
の
た
え
ま
か
ち
の
み
冷
た
く
あ
し
ら
う
意
の
「
疎
く
な
し
」
か
ら
、
「
梨
子
地
」
と
続
ナ
、
そ
の
梨
子
地
の
よ
う
に
、
相

手
と
の
逢
う
瀬
は
絶
え
間
が
ち
だ
、
と
い
う
。
「
梨
子
地
」
は
、
蒔
絵
の
一
種
で
、
漆
塗
の
上
に
細
か
い
金
粉
や
銀
粉
を
散
ら
し
、
そ
の
上
に

透
明
な
漆
を
塗
っ
た
も
の
。
梨
の
表
面
に
似
て
い
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
一
面
の
金
地
、
銀
地
と
違
っ
て
ま
ば
ら
で
あ
る
か
ら
、
「
絶
え
間

が
ち
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
鶴
岡
放
生
A
轟
養
昌
六
番
右
、
蒔
絵
師
の
恋
の
歌
に
も
、
「
逢
ふ
こ
と
を
よ
そ
に
な
し
ぢ
の
数
ば

か
り
」
と
、
似
た
表
現
が
あ
る
。

◎
色
に
い
て
㌔
　
顔
色
に
出
て
。
外
見
に
現
れ
て
。
た
だ
し
こ
こ
は
、
下
句
の
「
青
ざ
め
は
っ
る
」
と
照
応
し
、
文
字
ど
お
り
「
色
に
出
」

た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

◎
ひ
と
に
こ
、
ろ
を
く
た
き
か
ゐ
　
っ
れ
な
い
相
手
に
対
し
て
思
い
乱
れ
る
意
の
「
人
に
心
を
砕
き
」
か
ら
、
「
砕
き
貝
」
と
続
く
。
「
砕
き

貝
」
は
、
細
工
に
使
う
た
め
に
細
か
く
砕
い
た
員
殻
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
逆
に
、
磨
り
損
っ
て
砕
け
た
、
使
い
物
に
な
ら
な
い
貝
の

こ
と
を
言
う
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
後
者
だ
と
す
る
と
、
次
の
「
青
ざ
め
は
っ
る
」
は
、
細
工
に
失
敗
し
て
動
顛
す
る
意
を
も
響
か

注
解
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注
解
『
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十
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番
職
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六

せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

◎
あ
を
さ
め
は
つ
る
貝
磨
に
使
う
貝
殻
が
青
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
砕
き
貝
」
1
「
青
ざ
め
」
と
続
く
。
「
青
ざ
む
」
は
、
血
の

気
の
失
せ
た
圭
呂
い
顔
農
な
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
、
恋
の
思
い
の
た
め
に
一
姦
し
た
の
で
あ
る
。
袈
珊
、
雅
語
で
は
な
い
。

◎
恋
も
す
る
か
な
　
「
す
る
」
に
、
あ
る
い
は
「
磨
る
」
を
掛
け
る
か
。

◎
こ
と
も
な
く
　
取
り
立
て
て
非
難
す
べ
き
欠
点
も
な
く
。

◎
恋
す
る
人
の
面
影
う
か
ひ
た
り
　
「
面
影
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
表
現
に
伴
っ
て
喚
起
さ
れ
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
や
視
覚
的
映
像
（
有
吉
保

『
和
歌
文
学
辞
典
』
）
。
「
お
も
か
げ
あ
り
て
優
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」
（
宮
河
歌
合
、
二
十
二
番
判
詞
）
、
「
よ
な
よ
な
晴
る
る
御
吉
野
の
月
、
秋
の

空
ひ
と
へ
に
く
ま
な
か
ら
む
よ
り
も
艶
に
侍
ら
む
か
し
と
、
お
も
か
げ
見
る
や
う
に
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
二
百
七
十
一
番
判

詞
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
恋
す
る
人
の
顔
色
そ
の
も
の
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
浮
か
び
」
に
、
貝
細
工
の

貝
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
鮮
や
か
に
見
え
る
意
の
「
浮
か
び
」
を
掛
け
る
か
。

◎
御
た
ら
い
　
「
盟
」
は
、
手
や
顔
を
洗
っ
た
り
、
口
を
漱
い
だ
り
す
る
の
に
使
う
椀
形
の
容
器
。
中
世
の
物
は
、
多
く
木
製
黒
漆
塗
り
で
、

左
右
に
把
手
が
二
本
ず
っ
っ
い
て
い
る
。
こ
の
種
の
盟
は
、
絵
巻
物
の
剃
髪
の
場
面
な
ど
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
も
「
御
盟
」

と
言
い
、
ま
た
、
蒔
絵
を
施
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
儀
式
な
ど
に
用
い
る
盲
鳳
瞥
㎜
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
盟
」
と
い
う
一
一
墨
一
が
一
般
に
、

洗
濯
な
ど
に
用
い
る
大
型
の
桶
盟
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
っ
ご
ろ
か
ら
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
大

型
の
桶
盟
が
普
及
し
た
の
は
、
近
世
以
降
の
こ
と
で
あ
る
（
日
本
史
小
百
科
7
　
家
具
）
。

◎
仰
ら
る
、
　
忠
寄
本
、
類
従
本
は
、
「
仰
ら
れ
侯
」
。
白
石
本
は
、
「
仰
る
㌧
」
と
読
め
る
が
、
「
仰
れ
候
」
と
も
読
め
な
く
は
な
い
。

◎
は
く
た
い
　
「
莫
大
」
な
い
し
「
莫
太
」
と
書
い
て
、
「
ば
く
た
い
」
と
読
む
。
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
量
が
非
常
に
多
い

さ
ま
。
こ
こ
は
、
後
者
の
意
。

門
絵
】

蒔
絵
師
は
、
烏
帽
子
を
被
り
、
片
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
く
。

台
（
白
石
本
、
忠
寄
本
は
脚
の
形
に
小
異
、

明
暦
板
本
は
脚
の
な
い
台
）
に
載



せ
た
盟
の
前
に
坐
し
、
漆
刷
毛
を
持
っ
て
漆
を
塗
る
。
台
の
右
に
、
漆
を
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
小
皿
、
左
に
、
蒔
絵
を
施
し
た
（
明
暦
板
本
、

類
従
本
は
漆
の
み
）
蓋
付
き
の
椀
と
食
籠
風
の
器
一
式
。
横
に
漆
桶
と
思
わ
れ
る
曲
物
と
器
（
同
様
の
器
は
、
第
三
番
塗
師
の
絵
に
も
描
か

れ
て
い
る
）
一
っ
、
お
よ
び
筆
様
の
物
二
本
（
未
考
）
。
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
台
の
上
、
盟
の
左
に
、
筆
と
漆
刷
毛
。
台
の
右
は
、
椀
状
の

器
。
左
に
水
瓶
と
食
籠
風
の
器
一
式
（
忠
寄
本
の
食
籠
風
の
器
以
外
は
白
地
）
。
横
に
、
漆
桶
と
思
わ
れ
る
曲
物
と
器
一
っ
。
筆
様
の
物
は
な

い
。

　
貝
磨
は
、
烏
帽
子
を
被
り
、
諸
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
く
。
左
脇
に
刀
（
ま
た
は
太
刀
）
の
鞘
を
抜
み
、
右
手
に
漆
刷
毛
を
持
っ
。
前
に
、
貝

ら
し
い
物
の
入
っ
た
箱
と
曲
物
様
の
器
（
白
石
本
は
、
箱
、
器
と
も
中
身
を
描
か
な
い
。
忠
寄
本
は
、
箱
の
中
身
に
ハ
異
。
器
の
中
身
は
描

か
な
い
。
明
暦
板
本
、
類
従
本
も
、
器
の
中
身
ま
描
か
な
い
）
、
漆
刷
毛
二
本
、
針
様
の
物
二
本
（
白
石
本
は
、
箆
様
の
物
一
本
。
忠
寄
本
は
、

箆
様
の
物
二
本
。
い
ず
れ
も
未
考
）
、
刀
（
ま
た
は
太
刀
）
の
鞘
、
大
小
二
本
。

§
○
秀
武
に
妻
の
云
ふ
様
、
こ
の
七
条
に
あ
る
物
は
、
い
か
に
ま
れ
に
も
た
だ
あ
る
物
は
な
し
。
太
刀
作
、
銅
細
工
、
蒔
絵
師
な
り
。
わ
ぬ
し

は
年
を
経
れ
ど
も
、
い
と
い
た
づ
ら
に
て
こ
と
は
あ
め
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
崇
光
院
筆
『
福
富
草
紙
』
断
簡
）

○
こ
の
王
国
全
体
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
絵
画
に
関
係
す
る
一
っ
の
技
術
が
あ
る
。
そ
れ
は
漆
を
塗
る
技
術
で
あ
る
。
…
…
こ
う
し
て
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
物
こ
用
い
る
の
で
、
こ
の
技
術
は
こ
の
王
国
全
土
の
最
も
一
般
的
な
技
術
と
な
っ
て
い
て
、
絵
を
描
く
技
術
と
も
結
び
っ
い

て
そ
れ
に
随
伴
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
職
人
た
ち
の
な
か
に
、
こ
れ
ま
で
に
見
出
さ
れ
た
こ
の
種
の
も
の
で
は
最
良
の
作
晶
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
ー
ザ

種
の
金
箔
を
ほ
ど
こ
す
特
定
の
職
人
〔
蒔
絵
師
〕
が
い
て
、
彼
ら
は
固
い
金
粉
で
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
描
き
、
金
と
銀
の
薄
片
で
で
き
た
花
と

か
、
比
類
の
な
い
ほ
ど
警
沢
に
細
工
さ
れ
た
真
珠
貝
と
か
を
、
そ
れ
に
填
め
こ
む
仕
事
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に

も
高
価
な
の
で
、
領
主
や
宙
嚢
だ
け
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
の
類
の
も
の
で
外
見
上
は
一
部
分
こ
れ
に
似
て
は
い
る
が
、

出
来
具
合
も
、
光
沢
も
、
値
段
も
大
い
に
異
な
り
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
別
種
の
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
種
の
も
の
が
王
国
に
お

け
る
教
養
あ
り
名
誉
あ
る
人
士
の
間
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
第
二
種
の
良
質
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
劣
る
も
の
で
は
あ
る
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注
解
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〈

が
、
こ
の
種
の
机
そ
の
他
の
器
物
の
い
く
ら
か
は
、
エ
ウ
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
贋
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
見
分
け
ら

れ
な
い
人
は
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
シ
ナ
人
は
金
を
被
せ
た
も
の
を
い
ろ
い
ろ
と
持
っ
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
の
間
で
は
こ
の
漆
の
使
用
は
は

な
は
だ
盛
ん
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
日
本
の
金
響
叩
〔
金
蒔
絵
〕
を
大
い
に
珍
重
し
、
そ
れ
を
価
値
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
漆
だ
け
の
も
の
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
わ
け
は
シ
ナ
人
は
金
の
純
度
を
多
く
し
て
も
、
こ
の
技
術
で
は
日
本
人
に
及
ば
な
い
も
の
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
教
A
更
、
二
巻
二
章
）

二
十
八
番

絵
師
冠
師

門
職
人
尽
邊

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
含
〕
五
番
左
絵
師

お
な
し
く
は
月
の
ゑ
し
ま
を
み
に
ゆ
か
ん
波
の
し
ほ
草
か
き
や
よ
す
る
と

く
ろ
か
み
を
や
み
の
う
つ
㌧
に
か
き
や
り
て
見
ぬ
面
影
を
う
つ
し
か
ね
つ
㌧

判
云
、
月
は
…
…
ゑ
し
ま
の
波
は
、
見
と
こ
ろ
た
ち
き
さ
る
と
申
へ
し
。
恋
の
番
も
、
左
、
や
み
の
う
っ
㌧
は
優
に
侍
へ
し
。
…
…
猶
左

　
の
勝
に
こ
そ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
し

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
絵
恋
　
写
し
絵
に
向
か
ふ
が
ご
と
く
つ
れ
な
き
は
我
に
物
を
も
言
は
ず
笑
は
ず
　
　
〔
訓
蒙
図
簗
〕
画
工
　
ゑ
し
、
画
師
也
。

　
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
五
番
左
　
絵
師
　
春
斗
色
香
を
う
つ
し
ゑ
も
知
れ
ぬ
心
の
花
の
作
意
な
ら
ま
し
　
左
、
作
者
、
ゑ
も
知
れ
ぬ
心
の
内

　
　
を
筆
の
先
に
あ
ら
は
し
た
る
も
し
ほ
ら
し
。
…
…
右
の
勝
に
而
や
あ
ら
ん
。
　
〔
大
団
〕
寄
絵
恋
　
美
し
と
見
ゆ
れ
ば
げ
に
は
い
た
づ
ら
に
心
を

　
　
と
む
る
床
の
浮
世
絵
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
絵
師
唐
土
の
優
師
と
い
ふ
者
、
秋
の
月
の
水
中
に
映
る
を
見
て
書
き
初
め
し
と
か
や
。
日
本
に
て

　
　
は
、
仁
徳
天
皇
の
御
宇
、
嘉
佐
金
岡
、
絵
師
の
元
祖
と
し
て
、
千
枝
常
度
な
ど
名
人
也
。
今
都
に
お
ゐ
て
、
狩
野
家
丼
び
に
土
佐
家
あ
り
。
又
は
、



俵
屋
流
、
野
々
村
友
松
、
海
北
、
其
の
外
あ
ま
た
の
流
あ
り
。
又
、
仏
像
を
描
く
を
絵
所
と
い
ふ
な
り
。
仏
絵
師
、
室
町
六
角
通
下
ル
町
、
木
村

了
琢
、
其
の
外
、
左
京
、
徳
応
左
助
等
あ
り
。
細
金
師
、
諸
の
彩
色
に
有
る
事
な
れ
ど
も
、
専
ら
仏
像
の
絵
に
是
を
用
ゆ
。
金
銀
の
薄
を
細
か
に

刻
み
て
衣
紋
を
な
し
、
花
の
筋
を
分
か
つ
。
細
金
師
は
絵
師
に
従
ふ
也
。
　
〔
狂
歌
ま
す
か
が
み
〕
寄
絵
無
常
　
人
命
の
不
定
の
程
は
し
ら
鳥
の

鳥
羽
絵
の
足
の
心
細
さ
よ
　
翁
評
云
、
姿
や
さ
し
く
別
し
て
御
秀
逸
。
し
ら
鳥
の
鳥
羽
絵
と
は
、
古
き
詞
を
珍
し
く
御
と
り
な
し
、
是
等
心
詞
共

に
艶
に
や
さ
し
き
と
申
し
候
ふ
。
狂
歌
は
紙
子
に
錦
の
裏
を
付
け
候
ふ
。
大
方
、
人
の
狂
歌
、
布
子
に
あ
か
ね
毛
綿
裏
に
候
ふ
。
　
　
〔
誹
諸
職
人

尽
〕
絵
師
　
朝
顔
は
下
手
の
絵
に
さ
へ
哀
れ
也
く
は
せ
を
V
　
大
和
絵
の
ま
こ
と
少
な
き
柳
哉
く
仙
鶴
V
　
時
雨
行
く
山
や
絵
書
き
の
筆
の
先
く

小
田
原
　
巴
丘
V
　
雪
の
日
や
絵
師
の
胡
粉
の
解
き
合
は
せ
く
深
川
軒
　
仙
子
V
　
焼
き
筆
の
山
は
淋
し
に
タ
時
雨
く
晋
如
V
　
干
す
絵
絹
一
枚

づ
つ
や
菊
畑
く
笙
和
V
　
土
佐
流
の
花
は
千
枝
を
元
木
か
な
く
蓼
和
V
　
／
　
冠
師
　
冠
著
て
頭
と
知
れ
し
厚
塞
く
野
水
V
　
業
平
を
女
に
つ
く

る
菊
苗
や
く
馬
勃
V
　
冠
師
の
心
に
厚
き
牡
丹
か
な
く
友
以
V
　
玉
の
春
た
ま
の
仰
せ
も
か
う
む
り
師
く
蓼
和
V
　
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕

　
　
　
　
　
　
さ
ら
　
　
　
　
き
い
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
や
く
ま

絵
師
　
あ
ま
た
皿
塗
る
彩
色
の
水
に
か
は
絵
具
の
色
に
出
で
し
艶
隈
　
「
極
彩
色
と
申
す
は
こ
れ
か
な
も
し
。
見
事
な
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
」
「
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
に
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
ま
り

や
、
中
で
ご
ざ
り
ま
す
」
「
こ
れ
は
探
幽
の
筆
で
ご
ざ
り
ま
す
か
」
　
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
冠
　
そ
れ
冠
の
濫
膓
は
、
人
皇
第
四
の
帝
議
徳
天
皇
、

天
地
人
の
三
冠
を
制
し
た
ま
ひ
、
其
の
後
天
武
の
帝
の
御
時
に
至
り
て
、
男
女
初
め
て
髪
を
結
ふ
事
を
な
す
。
是
よ
り
漆
塗
り
の
冠
を
用
ひ
て
礼

儀
定
ま
れ
り
。
今
の
紗
冠
、
烏
帽
子
も
こ
こ
に
起
こ
る
と
い
ふ
。
又
、
文
武
帝
の
比
よ
り
、
厚
額
、
薄
額
、
透
額
を
制
す
。
透
額
は
、
其
の
頂
き

に
繊
月
の
ご
と
く
羅
を
も
て
張
る
。
世
に
月
額
と
も
い
へ
り
。
十
五
歳
以
上
の
童
子
、
髪
に
壮
気
を
洩
ら
さ
せ
ん
事
を
謀
る
と
。
か
し
こ
く
も
君

が
代
の
御
恵
み
、
仰
ぐ
も
恐
れ
あ
り
。
百
官
儀
々
と
し
て
是
を
頂
く
。
烏
帽
子
は
、
数
晶
算
ふ
る
に
い
と
ま
な
し
。
中
に
も
、
風
折
烏
帽
子
、
在

五
中
将
業
平
を
始
め
と
す
と
い
ふ
。
　
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
三
十
四
番
右
　
画
工
　
薄
墨
の
淵
に
鯉
あ
り
夏
の
川
　
絵
は
風
姿
を
主
と
す
。
淵
底

の
鯉
魚
の
踊
り
出
づ
べ
き
勢
ひ
も
言
葉
に
浮
か
び
て
、
写
し
得
た
り
と
い
ふ
べ
し
。
両
道
と
も
に
筆
力
あ
ら
は
れ
て
、
勝
劣
有
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
は

「
馬
遠
を
学
ぷ
も
亦
し
か
り
」
　
／
　
五
十
二
番
右
　
冠
師
　
雪
に
化
粧
ふ
初
冠
や
位
山
　
位
山
の
初
雪
は
、
光
る
君
の
初
冠
に
み
づ
ら
結
ひ
給

へ
る
つ
ら
つ
き
、
顔
の
に
ほ
ひ
に
た
ぐ
へ
て
い
つ
く
し
き
け
し
き
な
り
と
い
ふ
か
。
月
（
沓
師
の
歌
）
も
雪
も
い
と
興
あ
り
。
　
　
〔
略
画
職
人
尽
〕

唐
絵
具
使
ふ
絹
地
の
緑
青
に
葛
を
ま
づ
か
く
秋
の
七
草

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

九



　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

委
廿
八
番

後
し
ろ
し
み
ね
の
も
み
ち
の
し
た
え
よ
り

色
と
り
い
っ
る
夜
半
の
月
か
け

ふ
く
る
ま
て
壁
奔
の
月
に
な
か
む
と
て

か
ふ
り
の
か
け
も
か
た
ふ
き
に
け
り

　
左
寄
、
た
く
み
に
き
こ
ゆ
。
右
は
、
こ
と
の
外
に

　
風
情
つ
き
た
り
。
以
左
為
勝
。

う
ら
め
し
や
す
み
絵
な
ら
ぬ
に
玉
っ
さ
の

た
㌧
一
ふ
て
に
か
き
す
つ
る
か
な

く
ら
き
夜
の
か
ふ
り
の
ゑ
い
や
と
ら
れ
け
ん

人
に
し
ら
れ
ぬ
わ
か
お
も
ひ
哉

　
左
、
さ
せ
る
な
ん
な
く
き
こ
ゆ
。
右
は
、
故
事
を

　
思
て
し
か
も
そ
の
心
あ
り
。
い
と
や
さ
し
く
侍
。

侃
為
勝
。

　
　
◇
　
　
　
◇

絵
師

す
み
絵
ま

筆
勢
か

大
事
に

て
。

一〇

み
ね
の
も
み
ち
の
し
た
え
1
［
類
］
峯
の
紅
葉
の
下
枝

月
か
け
－
［
類
］
月
影

。
か
ふ
り
の
か
け
－
□
類
］
冠
の
影

こ
と
の
外
に
1
［
忠
］
こ
と
の
外

う
ら
め
し
や
ー
□
類
］
恨
め
し
や
　
す
み
絵
1
［
類
］
墨
絵

た
㌧
一
ふ
て
に
1
［
類
］
唯
一
筆
に
か
き
す
つ
る
か
な
1
［
類
］
書
す
つ
る
哉

夜
の
1
［
類
U
よ
に
か
ふ
り
の
ゑ
い
ー
［
類
］
冠
の
え
い

わ
か
お
も
ひ
哉
－
□
類
］
我
患
か
な

絵
師
1
［
忠
U
廿
八
番
絵
師

す
み
絵
－
［
白
］
［
忠
］
墨
画
□
類
U
す
み
ゑ

大
事
に
て
－
［
白
］
［
忠
］
□
明
］
n
類
］
大
事
に
て
候
。

fig200101-2.pdf


　
冠
師

別
当
と
の
㌧
御

は
い
か
に
め
さ
る
へ
き

御
か
ふ
り
に
て
侯
。

い
そ
か
し
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師

冠
師
－
［
白
］
冠
屋
［
忠
］
冠
屋
□
明
］
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
、

御
は
い
か
ー
□
白
］
［
忠
］
御
拝
賀

門
語
注
】

◎
絵
師
は
、
主
に
俗
人
の
専
門
画
工
を
言
い
、
そ
れ
に
対
し
て
、
宮
廷
や
幕
府
の
絵
所
に
所
属
す
る
絵
師
を
絵
所
絵
師
と
言
っ
た
。
ま
た
、

有
力
寺
院
の
絵
所
に
所
属
し
た
絵
仏
師
を
も
略
し
て
絵
師
と
言
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
絵
師
」
の
項
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
宮
廷
の
絵
所

絵
師
（
当
時
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
考
だ
が
）
か
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
堂
上
家
と
関
係
の
深
い
絵
師
を
想
定
し
、
同
じ
く
堂
上
家
と
関
係

の
深
い
冠
師
と
番
い
に
し
た
か
。
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
五
番
右
に
、
「
絵
師
」
。

　
冠
師
は
冠
を
作
る
職
人
。
職
人
歌
合
に
初
出
。

◎
後
し
ろ
し
　
未
考
。
「
後
白
し
」
と
い
う
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
月
が
中
天
に
上
っ
た
後
、
白
く
冴
え
る
こ
と
を
い
う
か
。

◎
み
ね
の
も
み
ち
の
し
た
え
よ
り
色
と
り
い
つ
る
夜
半
の
月
か
け
未
考
。
峰
の
紅
葉
を
、
下
枝
か
ら
順
に
色
ど
り
な
が
ら
出
る
月
、
の
意

で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
発
想
の
歌
ま
他
に
管
見
に
入
ら
な
い
。
『
新
大
系
』
は
、
峰
に
生
え
て
い
る
紅
葉
の
下
枝
よ
り
、
赤
い

色
を
取
り
入
れ
て
出
て
く
る
夜
半
の
月
、
と
解
す
る
。
「
夜
半
」
は
、
初
句
の
「
後
白
し
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
峰
を
出
た
月
が
、
深
夜
に
至
っ

た
今
は
中
天
に
か
か
っ
て
い
る
の
意
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
解
は
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
月
の
出
が
深
夜
だ
と
す
る
と
、
そ

の
月
は
満
月
で
な
い
こ
と
に
な
り
、
言
と
し
て
も
、
警
の
歌
と
し
て
も
否
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
夜
半
一
が
必
ず
し
も
深
夜
で
は
な

く
、
広
く
夜
間
を
指
す
（
『
名
語
記
』
二
に
、
「
ヨ
ハ
ヲ
バ
夜
半
ト
書
ケ
ル
歎
。
但
シ
、
カ
ナ
ラ
ズ
夜
半
ナ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
夜
二
入
リ
ヌ
レ
バ

ヨ
ハ
ト
ノ
ミ
使
ヘ
リ
。
ヨ
ハ
ノ
月
、
ヨ
ハ
ノ
嵐
、
ヨ
ハ
ノ
床
ナ
ド
イ
ヘ
ル
ハ
、
時
越
ヲ
指
セ
リ
ト
ハ
聞
コ
ェ
ズ
」
）
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
無

理
な
く
解
釈
で
き
る
か
。
「
下
枝
」
に
「
下
絵
」
を
掛
け
、
「
色
ど
り
」
も
絵
の
縁
語
。
ま
た
、
「
色
ど
り
」
は
、
上
句
の
「
後
白
し
」
と
対
応

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

二



　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
雲
井
の
月
に
な
か
む
と
て
　
「
雲
井
（
壁
窟
）
」
は
、
単
に
空
の
意
で
は
な
く
、
宮
中
の
意
を
掛
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

方
が
、
下
句
の
「
冠
」
が
生
き
て
く
る
。
「
∫
に
な
が
む
」
と
い
う
言
い
方
は
、
多
く
は
な
い
が
、
「
身
の
程
も
知
ら
れ
ぬ
物
は
秋
の
夜
の
月

に
な
が
む
る
心
な
り
け
り
く
最
慶
V
」
（
続
詞
花
集
四
、
秋
上
）
、
「
年
々
の
春
の
情
も
い
く
か
へ
り
花
に
な
が
め
て
移
り
来
ぬ
ら
ん
く
公
顕
V
」

（
文
保
百
首
、
春
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
月
の
下
で
物
思
い
に
ふ
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
か
ふ
り
の
か
け
も
か
た
ふ
き
に
け
り
月
が
西
に
傾
い
て
、
我
が
身
の
影
も
長
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
冠
に
引
き
寄
せ
て
言
っ
た
ま

で
で
あ
ろ
う
。

◎
こ
と
の
外
に
風
情
つ
き
た
り
　
「
こ
と
の
外
に
」
は
、
忠
寄
本
は
「
こ
と
の
外
」
。
意
味
は
通
じ
る
が
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
「
風
情
尽
く
」
は
、

趣
向
の
目
新
し
さ
を
求
め
て
奇
抜
に
走
る
こ
と
（
二
十
四
番
語
注
「
風
情
つ
き
て
聞
ゆ
」
の
項
参
照
）
。
直
接
に
は
、
影
の
傾
く
こ
と
を
言
う

の
に
、
あ
え
て
冠
を
持
ち
出
し
た
点
に
っ
い
て
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
暗
に
、
歌
合
に
傾
く
月
を
詠
ん
だ
こ
と
を
も
難
ず
る
の
で
あ
ろ
う

（
一
番
語
注
「
寄
合
に
は
か
た
ふ
く
月
あ
や
な
く
き
こ
ゆ
」
の
項
参
照
）
。

◎
す
み
絵
な
ら
ぬ
に
玉
つ
さ
の
た
㌔
一
ふ
て
に
か
き
す
つ
る
か
な
　
「
た
だ
一
筆
に
か
き
捨
つ
る
」
に
、
墨
絵
を
一
息
に
描
き
き
る
意
と
、

恋
文
を
な
お
ざ
り
に
書
き
な
ぐ
る
意
と
を
掛
ナ
る
。
「
玉
づ
さ
の
便
り
に
あ
ら
ぬ
一
筆
の
絵
に
か
き
や
す
き
秋
の
か
り
が
ね
く
信
実
V
」
（
新

撰
六
帖
、
六
）
の
歌
（
絵
と
手
紙
と
の
関
係
が
逆
で
あ
る
が
）
の
連
想
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

◎
く
ら
き
夜
の
か
ふ
り
の
ゑ
い
や
と
ら
れ
け
ん
　
「
く
ら
き
夜
の
」
は
、
類
従
本
は
「
く
ら
き
よ
に
」
。
い
ず
れ
に
し
て
も
意
味
は
通
じ
る
が
、

類
従
本
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
『
蒙
求
』
、
「
楚
荘
絶
纏
」
句
の
注
に
引
く
『
説
苑
』
復
恩
に
見
え
る
故
事
に
よ
れ
ば
、
楚
の
荘
王
が
群
臣
に
酒
を

賜
っ
た
時
、
た
ま
た
ま
燈
が
消
え
た
の
を
よ
い
こ
と
に
、
女
官
の
衣
を
引
く
者
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
者
の
冠
の
綴
を
切
り
取
っ
て
、
王

に
訴
え
た
。
し
か
し
、
王
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
で
士
を
辱
め
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
そ
の
席
に
居
合
わ
せ
た
全
員
に
綴
を
切
ら
せ
た
。

後
年
、
楚
が
晋
と
戦
っ
た
時
、
常
に
王
の
前
に
あ
っ
て
勇
敢
に
戦
う
者
が
あ
っ
た
。
王
が
不
思
議
に
思
っ
て
訳
を
尋
ね
る
と
、
先
年
罪
を
免

れ
た
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
（
以
上
、
徐
注
本
に
よ
る
。
た
だ
し
、
同
説
話
は
、
『
唐
物
語
』
や
『
蒙
求
和
歌
』
な
ど
に
も
取
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
古
注
本
に
も
同
様
の
注
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
職
人
歌
合
の
歌
が
直
接
に
拠
っ
た
の
が
い
ず
れ
の
系
統
の
注
文
で
あ
っ
た
の
か
、



あ
る
い
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
『
唐
物
語
』
や
『
茜
蚕
謹
な
ど
の
和
書
で
あ
っ
た
の
か
等
に
っ
い
て
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、

こ
の
説
話
が
日
本
で
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
）
な
お
「
綴
」
は
、
中
国
で
は
、
冠
を
と
め
る
顕
紐
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す
ぎ
ぬ

本
で
は
、
冠
の
後
ろ
に
垂
ら
す
短
冊
形
の
羅
を
言
う
。
私
の
身
は
、
暗
い
夜
に
冠
の
緩
を
取
ら
れ
た
あ
の
故
事
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
下
に
続
く
。

◎
人
に
し
ら
れ
ぬ
わ
か
お
も
ひ
哉
そ
の
よ
う
に
、
相
手
に
知
ら
れ
な
い
我
が
思
い
。
「
人
に
知
ら
れ
ぬ
」
は
、
単
に
、
緩
を
切
り
取
る
ほ
ど

に
椙
手
が
っ
れ
な
い
、
の
意
に
も
解
し
う
る
が
、
こ
こ
は
、
荘
王
の
恩
情
に
よ
っ
て
、
幸
い
に
乱
行
が
王
や
臣
下
の
人
々
に
知
ら
れ
ず
に
済

ん
だ
、
と
い
う
故
事
を
、
あ
え
て
曲
解
し
て
、
折
角
の
恋
情
が
不
運
に
も
椙
手
の
人
に
知
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
た
、
と
解
し
た
の
だ
と
見
た
方

が
お
も
し
ろ
い
。

◎
故
事
を
思
て
し
か
も
そ
の
心
あ
り
故
事
を
思
い
起
こ
し
て
、
し
か
も
、
そ
の
故
事
を
よ
く
理
解
し
た
詠
み
ぶ
り
だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
で
あ
ろ
う
（
十
番
語
注
「
心
あ
る
に
に
た
り
」
の
項
参
照
）
。
前
項
に
述
べ
た
ご
と
く
、
「
人
に
知
ら
れ
ぬ
我
が
思
ひ
」
を
、
楚
荘
絶
綴
の

故
事
を
あ
え
て
曲
解
し
た
言
暴
釆
だ
と
解
し
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
詞
は
、
皮
肉
董
言
っ
て
か
ら
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

◎
い
と
や
さ
し
く
侍
　
「
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
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
真
面
目
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。

◎
す
み
絵
ま
筆
勢
か
大
事
に
て
　
「
大
事
に
て
」
は
、
白
石
本
、
棄
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
「
大
事
に
て
候
」
。
「
墨
絵
」
は
、
『
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

ジ
ュ
ァ
ル
史
料
　
日
本
職
人
史
1
」
は
、
「
白
描
画
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
白
描
画
に
こ
と
さ
ら
筆
勢
と
い
う
の
は
い
か
が
。
ま
た
、

実
際
に
描
か
れ
て
い
る
絵
も
、
淡
彩
の
水
墨
画
の
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
、
「
け
だ
物
の
姿
に
似
た
る
炭
を
見
よ

／
絵
に
あ
ら
は
る
る
筆
の
勢
ひ
く
法
眼
紹
永
V
」
と
い
う
の
も
、
水
墨
画
の
こ
と
を
い
う
。

◎
冠
師
白
石
本
は
「
冠
屋
」
、
忠
寄
本
は
「
冠
屋
」
の
「
屋
」
の
右
に
「
師
」
と
校
合
。
明
暦
板
本
は
、
こ
の
職
名
を
落
と
す
。

◎
別
当
と
の
、
卸
ま
い
か
単
に
「
別
当
」
と
い
う
の
は
、
検
非
違
使
の
別
当
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
検
非
違
使
別
当
に
関
し
て
は
、

文
明
十
八
年
八
月
、
藤
原
量
光
が
辞
任
し
て
以
降
、
明
暦
兀
年
十
月
、
藤
原
隆
貞
が
補
任
さ
れ
る
ま
で
の
百
数
十
年
間
は
、
『
大
理
補
壬
』
な

ど
に
も
記
録
が
な
く
、
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
「
拝
賀
」
は
、
「
慶
賀
」
と
も
言
い
、
任
官
さ
れ
た
者
が
参
内
し
て
、
天
皇
に
任
官
の
喜
び
、

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

三



　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

謝
意
を
奏
上
す
る
儀
式
。

茜

門
絵
〕

　
絵
師
は
、
立
烏
帽
子
、
墓
、
袴
姿
で
、
画
紙
の
前
に
坐
↓
、
右
手
に
筆
を
持
っ
て
絵
を
描
く
。
絵
は
淡
彩
の
水
墨
画
か
。
木
の
枝
が
描

か
れ
て
い
て
、
花
烏
画
風
。
画
紙
の
右
に
硯
、
左
に
筆
掛
に
並
べ
た
筆
四
本
、
曲
尺
、
絵
具
皿
三
っ
（
類
従
本
は
、
二
っ
）
。
う
ち
一
っ
に
は

青
い
絵
具
、
別
の
一
っ
に
は
赤
い
絵
具
と
、
絵
具
を
解
く
道
具
か
と
思
わ
れ
る
棒
ま
た
は
箆
状
の
物
を
入
れ
る
。
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
絵

は
、
樹
下
の
禅
曽
。
そ
の
他
、
硯
、
筆
、
絵
具
皿
等
の
描
き
方
に
小
異
が
あ
る
。
曲
尺
は
描
か
な
い
。
一
般
に
堂
上
家
の
用
い
る
立
烏
帽
子

を
被
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
絵
師
が
堂
上
家
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
（
語
注
参
照
）
。

　
冠
師
は
、
立
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
左
手
に
冠
を
持
ち
、
右
手
に
漆
刷
毛
を
持
っ
。
前
に
漆
桶
と
思
わ
れ
る
曲
物
ら
し
い
桶
と
、
小

皿
（
未
考
）
。
白
石
本
、
忠
寄
本
、
類
従
本
は
、
直
垂
の
紐
を
描
き
落
と
す
。
前
の
小
皿
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
椀
状
。
冠
師
も
堂
上
家

と
の
関
係
が
深
く
、
立
烏
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。

萎
○
玉
の
緒
に
せ
む
面
影
も
が
な

　
ふ
た
た
び
と
帰
ら
ぬ
人
を
絵
に
と
め
て

○
め
づ
ら
し
と
見
る
今
の
一
筆

昨
日
ま
で
雪
を
絵
し
ま
の
朝
霞

○
霞
さ
び
し
く
暮
れ
残
る
山

　
里
遠
き
け
ぷ
り
の
う
ち
は
墨
絵
に
て

○
似
た
れ
ど
も
似
ぬ
事
多
く
あ
る
物
を

　
匂
ひ
を
く
る
る
筆
の
写
し
絵

〈
智
藻
法
師
V

〈
宗
祇
法
師
V

〈
三
口
盟
祝
王
V

〈
多
々
良
政
弘
朝
臣
V

（
新
撰
菟
玖
波
集
）

（
同
）

（
同
）

（
同
）



○
け
だ
物
の
姿
に
似
た
る
炭
を
見
よ

　
絵
に
あ
ら
は
る
る
筆
の
勢
ひ

○
　
か
し
こ
き
心
ふ
た
り
と
は
見
ず

　
絵
に
か
く
も
た
だ
そ
の
夢
の
か
た
ち
に
て

○
絵
こ
と
め
て
ふ
り
に
し
人
を
し
た
ふ
世
こ

　
仰
げ
ば
高
し
敷
島
の
道

○
　
そ
の
写
し
絵
を
見
す
る
春
秋

唐
人
の
御
影
を
祭
る
年
ご
と
に

○
薄
墨
に
絵
が
け
る
雪
の
夕
哉

○
し
る
し
を
く
其
の
代
を
見
る
や
筆
の
跡

　
似
せ
絵
は
親
に
会
ふ
ご
と
く
せ
よ

○
魚
の
寄
る
と
こ
ろ
も
し
る
く
鷺
お
り
て

　
ま
こ
と
に
似
た
る
筆
の
写
し
絵

○
見
て
こ
そ
は
患
ひ
を
そ
れ
と
定
め
ま
し

　
伝
へ
聞
く
代
の
絵
に
か
け
る
主

○
知
ら
ず
え
び
す
の
国
に
入
る
人

　
絵
に
か
け
る
女
や
姿
変
は
る
ら
ん

○
罪
に
あ
た
る
を
見
て
ぞ
驚
く

　
後
の
世
の
は
げ
し
き
山
を
写
し
絵
に

○
と
だ
え
て
見
れ
ば
た
だ
知
ら
ぬ
人

　
写
し
絵
も
な
か
ば
消
え
ぬ
る
筆
の
跡

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

〈
法
眼
紹
氷
V

〈
源
政
春
V

〈
十
輪
院
入
道
前
内
大
臣
V

〈
寿
官
法
師
V

〈
法
眼
専
順
V

〈
日
晟
V

〈
出
変
骨
V

〈
勝
兀
V

〈
長
敏
V

〈
宗
友
V

〈
玄
清
V

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
（
同
）

（
文
安
雪
十
旬
、
九
）

（
因
幡
千
句
、
十
）

（
熊
野
千
句
、
九
）

（
河
越
千
句
、
十
）

（
葉
守
千
句
、
七
）

　
（
東
山
千
句
、
八
）

　
　
　
　
；



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

○
を
け
ば
扇
の
冷
し
き
色

　
写
し
絵
も
古
き
跡
こ
そ
は
か
な
け
れ
　
　
　
　
く
泰
謹
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
千
旬
、
三
）

○
　
雨
の
音
を
も
詠
め
捨
て
め
や

船
維
ぐ
夜
の
旦
琶
を
写
し
絵
に
　
　
　
　
　
く
肖
柏
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
千
句
、
九
）

○
さ
る
方
へ
絵
を
書
き
に
行
た
れ
ば
、
中
々
美
し
い
上
麟
衆
が
廿
人
斗
出
さ
せ
ら
れ
て
、
や
れ
く
、
こ
こ
な
男
は
美
し
い
絵
を
書
く
と
仰

せ
ら
れ
た
。
中
に
も
、
廿
斗
な
上
臆
の
、
と
り
わ
き
美
し
い
が
、
や
れ
、
此
の
扇
に
絵
を
書
い
て
く
れ
よ
と
仰
せ
ら
れ
た
。
か
し
こ
ま
つ
た

と
申
し
て
、
戯
れ
絵
な
ど
を
書
い
て
進
上
申
し
た
が
、
あ
ま
り
堪
へ
か
ね
て
、
か
の
扇
を
参
ら
す
る
時
、
お
手
を
そ
っ
と
し
め
た
れ
ば
、
に

つ
と
笑
わ
せ
ら
れ
た
お
顔
が
、
今
に
忘
ら
れ
い
で
、
則
ち
恋
と
な
つ
て
か
や
う
に
狂
気
す
る
。
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
狂
言
、
か
な
お
か
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
立
派
な
油
絵
の
祭
壇
画
は
と
き
に
は
非
常
に
高
価
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
油
絵
具
を
用
い
な
い
。
そ
し
て
黒
い

テ
イ
ン
タ

墨
汗
で
描
い
た
肖
像
画
が
、
と
き
に
は
な
ん
と
数
千
ク
ル
ザ
ー
ド
に
評
価
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
覚
書
、
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ペ
サ
リ
ア
　
ゴ
　
ド
　
メ
　
シ

○
わ
れ
ら
の
〔
家
屋
？
〕
は
、
装
飾
壁
布
、
鍍
金
皮
壁
掛
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
（
ゴ
ブ
ラ
ン
）
織
で
飾
ら
れ
る
。
日
本
の
は
、
鍍
金
さ
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ョ
ウ
ブ

黒
い
墨
で
描
か
れ
た
り
し
た
紙
の
屏
風
で
飾
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
十
一
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
絵
画
に
多
く
の
人
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
（
見
る
人
の
）
目
を
楽
し
ま
せ
る
。
日
本
で
は
、
そ
れ
が
少
な

い
ほ
ど
喜
ば
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
テ

○
前
述
以
外
の
技
芸
の
な
か
で
彼
ら
の
間
に
お
い
て
一
つ
の
主
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
絵
画
の
技
法
で
あ
る
。
こ
の
技
法
に
お
い
て

彼
ら
は
、
自
然
の
事
物
を
描
く
の
に
、
で
き
る
限
り
す
ぐ
れ
た
類
似
性
を
も
っ
て
自
然
を
模
写
す
る
こ
と
に
お
い
て
き
わ
め
て
優
秀
で
あ
る

が
、
架
空
で
想
像
上
の
事
物
を
描
い
た
絵
画
で
は
、
才
能
を
発
揮
し
て
、
大
い
に
そ
れ
ら
し
く
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
が
ま
ま
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
ー
ザ

自
然
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ま
想
像
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
花
や
形
を
技
巧
的
に
組
み
合
わ
せ
た
り
挿
入
し
た
り
す
る
と
か
、
そ

の
他
こ
の
種
の
こ
と
を
す
る
。
普
通
一
般
に
、
彼
ら
は
そ
の
憂
愁
な
気
質
か
ら
し
て
、
も
の
さ
び
し
く
郷
愁
を
そ
そ
る
絵
画
に
心
を
引
か
れ

る
。
た
と
え
ば
一
年
の
四
季
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
各
季
節
に
成
育
し
存
在
す
る
ふ
さ
わ
し
い
事
物
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
イ
ネ
ー
ル
・
デ
・
ア
ル
マ
サ
ン

色
を
割
り
当
て
る
。
…
－
彼
ら
は
そ
れ
ら
〔
四
季
〕
の
絵
画
を
座
敷
〔
の
襖
〕
ま
た
は
屏
風
に
次
々
と
並
べ
て
描
い
て
い
く
。
彼
ら
は
ま
た



　
　
　
　
　
　
ロ
ー
ザ

木
や
、
草
や
、
花
や
、
鳥
や
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
動
物
を
ご
く
自
然
に
描
く
こ
と
に
は
な
は
だ
巧
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
う
す
暗
い
森
林
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
ミ
タ
ン
　
エ
ル
ミ
ー
ダ

山
嶽
、
巌
石
、
そ
れ
を
伝
っ
て
流
れ
落
ち
る
水
。
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
隠
者
の
山
寺
、
林
間
の
峡
谷
、
川
と
溺
、
遠
く
に
船
を
浮
か

べ
た
海
〔
な
ど
を
描
く
こ
と
も
同
様
に
巧
み
で
あ
る
。
〕

　
さ
ら
に
、
日
本
と
シ
ナ
の
物
語
で
よ
く
知
ら
れ
た
辺
部
な
八
っ
の
場
所
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
八
っ
の
景
色
と
い
う
意
味
で
、
八
景
艘
穿
睾

と
呼
ん
で
い
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
描
い
て
大
い
に
珍
重
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
彼
ら
の
気
質
か
ら
し
て
、
彼
ら
に
強

い
懐
日
の
念
と
静
か
な
寂
翼
の
感
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
た
物
語
や
名
高
い
故
事
を
も
絵
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
非
常
の

場
合
に
お
い
て
息
子
ど
も
が
年
老
い
た
両
親
に
対
し
て
な
し
た
二
十
四
の
孝
順
の
物
語
と
か
、
ま
た
〔
逆
に
〕
両
親
が
息
子
ど
も
に
従
っ
た

と
い
う
物
語
な
ど
で
あ
る
。

　
壁
に
っ
づ
れ
織
や
絹
の
壁
飾
り
を
用
い
な
い
が
、
壁
そ
の
も
の
全
体
が
絵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
家
屋
に
っ
い
て
話
し
た
時
に
述
べ
た

よ
う
に
、
割
板
で
で
き
た
漆
塗
り
の
献
駁
上
に
描
か
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
屏
風
σ
昌
σ
◎
ω
〔
9
筆
◎
巴
と
呼
ば
れ
・
六
枚
な
い
し
八
枚

の
画
板
を
た
が
い
に
連
結
し
た
一
種
の
装
置
に
描
か
れ
る
。
…
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
え
　
　
　
　
　
で
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ラ

　
三
種
類
の
絵
画
、
す
な
わ
ち
色
絵
｝
胃
◎
竜
〔
着
ξ
Φ
〕
、
墨
絵
誓
…
鴬
、
泥
ま
｝
が
あ
っ
て
、
（
油
で
描
く
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
）
の
り

　
テ
イ
ン
タ

で
絵
具
を
こ
ね
る
。
第
一
の
〔
色
絵
〕
は
色
彩
や
金
箔
で
描
か
れ
て
、
慶
事
用
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
〔
墨
絵
〕
は
墨
の
絵
具
〔
墨
〕
ま

た
は
そ
れ
に
水
を
混
ぜ
た
も
の
を
使
う
が
、
こ
の
絵
ま
き
わ
め
て
巧
妙
で
あ
り
、
優
秀
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
人
生
来
の
気
質
に
合
致
し
て

い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
大
い
に
楽
し
む
。
こ
の
種
の
絵
の
な
か
に
は
、
昔
の
有
名
な
画
家
の
手
に
な
る
も
の
が
い
く
っ
か
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

は
彼
ら
の
間
で
は
な
は
だ
珍
重
さ
れ
高
価
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
数
寄
竃
江
や
茶
の
湯
o
｝
彗
o
着
に
は
、
此
の
種
の
も
の
を
用
い
る
。
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ろ

の
も
の
は
、
彼
ら
が
泥
ら
睾
と
呼
ん
で
い
て
、
金
を
粉
に
醸
い
た
も
の
を
使
う
絵
で
あ
る
。
泥
と
は
泥
す
な
わ
ち
金
の
泥
を
意
味
し
、
こ
れ

で
大
変
美
し
く
立
派
な
絵
を
作
り
、
ま
た
金
箔
の
代
り
に
色
絵
と
併
わ
せ
て
非
常
に
価
直
あ
る
荘
重
な
絵
に
作
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
に

お
い
て
も
、
彼
ら
は
は
な
は
だ
巧
み
で
す
ぐ
れ
て
い
る
。
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
教
A
更
、
二
巻
二
章
）

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
二
）

；


