
『
か
　
た

こ
　
と
』

田
　
　
籠

博

　
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
と
翌
四
年
、
貞
門
俳
壇
の
な
か
で
、
安
原
貞
室
の
独
吟
「
正
章
干
句
』
（
慶
安
元
年
く
一
六
四
八
V
刊
）
を

め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た
。
季
吟
と
謀
っ
た
椋
梨
一
雪
が
論
難
書
『
茶
杓
竹
』
を
著
し
、
貞
室
門
の
乾
貞
恕
が
「
蝿
打
」
で
応
じ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
中
に
次
の
や
り
と
り
が
あ
る
。

　
伯
父
者
人
の
謀
叛
ハ
早
く
顕
れ
て

　
　
　
文
字
鉄
り
打
越
た
り
、
是
程
の
さ
し
合
も
覚
え
ら
れ
ぬ
に
や
、
又
伯
父
者
人
と
い
ふ
事
い
か
＼
、
者
の
字
ハ
人
と
よ
む
也
、
し
か

　
　
　
ら
ハ
重
言
也
、
此
作
者
か
た
こ
と
双
紙
と
い
ふ
物
を
せ
し
が
、
其
内
に
ハ
伯
父
者
人
な
ど
㌧
い
ふ
ハ
か
た
こ
と
也
と
書
た
り
、
然

　
　
　
ハ
い
っ
れ
を
よ
し
と
定
る
に
や
、
主
も
か
ハ
ら
ぬ
作
者
、
か
様
に
跡
先
の
あ
は
ぬ
こ
と
を
出
次
第
に
い
は
る
＼
心
は
か
り
が
た
し

　
　
⑱
か
た
こ
と
双
紙
に
ハ
、
お
ぢ
じ
や
も
の
は
わ
る
し
と
有
、
汝
ハ
い
か
ひ
と
へ
う
も
の
や
、
物
ミ
る
と
も
念
を
入
よ
、
者
の
字
人
と

　
　
　
よ
む
也
、
然
共
く
る
し
か
ら
ず
　
　
（
古
典
文
庫
『
貞
門
俳
論
集
』
上
7
7
～
7
8
ぺ
－
ジ
）

　
こ
こ
で
双
方
が
「
か
た
こ
と
双
紙
」
と
し
て
言
及
し
て
い
る
書
が
、
近
世
初
期
口
語
資
料
と
し
て
著
名
な
『
か
た
こ
と
』
（
五
巻
五
冊
、

慶
安
三
年
く
ニ
ハ
五
〇
V
刊
）
を
指
す
こ
と
は
、
該
当
す
る
記
事
の
存
在
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
田
籠
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
抽
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
㌧
柏
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ふ
お
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や

　
一
親
を
　
　
。
お
や
じ
や
も
の
。
父
親
を
て
㌧
じ
や
も
の
。
母
親
を
・
は
＼
じ
や
も
の
な
ど
い
ふ
は
如
何
・
親
じ
や
人
・
て
＼
じ
や
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
に
　
　
　
　
あ
ね
　
　
　
　
　
お
ぢ
　
　
　
　
　
お
ぱ

　
　
。
は
㌧
じ
や
人
。
兄
じ
や
人
。
姉
じ
や
人
。
叔
父
じ
や
人
・
伯
母
じ
や
人
な
ど
㌧
は
云
べ
き
歎
そ
れ
も
こ
の
ま
し
き
言
葉
に
も
あ
ら

　
　
　
　
　
に
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
う
ご
ん

　
　
ず
。
又
二
親
と
い
ふ
べ
き
を
二
し
ん
の
ふ
た
お
や
と
い
ふ
人
も
侍
り
。
い
ら
ざ
る
垂
言
な
り
。
　
（
巻
三
2
0
ウ
）

　
　
　
註
　
引
用
は
国
語
学
大
系
新
第
九
巻
所
収
本
に
拠
り
、
他
本
を
参
酌
す
る
。
字
体
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
以
下
同
。

一
雪
の
難
が
当
ら
ぬ
こ
と
は
貞
恕
の
弁
ず
る
通
り
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
両
者
が
い
ず
れ
も
「
か
た
こ
と
」
の
貞
室
著
作
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1

と
を
前
提
に
し
て
い
る
点
は
、
従
来
か
ら
云
わ
れ
て
き
た
貞
室
著
作
説
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
『
か
た
こ
と
」
が
貞
室
の
著
作
で
あ
る
と
は
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
本
書
に
載
せ
る
論
説
の
す
べ
て
が
貞
室
に
の

み
帰
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
序
文
に
云
う
、

　
　
こ
れ
は
み
っ
か
ら
少
年
の
む
か
し
よ
り
い
ま
か
差
老
の
す
ゑ
ま
て
く
ち
に
馴
て
い
ひ
侍
を
き
し
め
し
し
書
く
し
か
り
給
へ

　
　
り
し
老
師
の
厚
恩
を
お
も
ひ
い
つ
る
ま
、
書
っ
け
ぬ
此
っ
ゐ
て
に
か
た
は
ら
い
た
き
今
案
を
も
み
な
た
三
言
葉
も
て
記
し
侍
る
は
愚

　
　
子
か
見
と
き
や
す
か
ら
ん
た
め
な
り

「
老
師
」
と
は
貞
門
の
総
帥
松
永
貞
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
師
説
に
自
説
を
添
え
た
の
が
本
書
と
い
う
。
本
書
に
、
師
説
を
明
示
し
暗

示
す
る
所
は
三
箇
条
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
序
文
の
意
は
よ
り
広
汎
な
影
響
を
示
唆
す
る
。
残
る
貞
室
自
説
の
如
き
記
事
を
、
師
説
あ

る
い
は
他
説
と
の
関
連
で
ど
う
弁
別
す
る
か
は
、
本
書
の
資
料
的
価
値
に
か
か
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。

　
み
ぎ
の
問
題
は
、
『
か
た
こ
と
』
が
内
包
す
る
未
解
決
の
疑
問
点
の
ひ
と
っ
に
す
ぎ
な
い
。
小
稿
は
、
内
外
両
面
か
ら
本
書
の
性
格
に

再
検
討
を
加
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
二

　
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
貞
室
は
俳
譜
の
宗
匠
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
対
す
る
関
心
は
俳
譜
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
『
か
た
こ
と
』
も
ま
た
、
良
く
も
悪
し
く
も
俳
譜
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
巻
五
末
尾
の
長
文
の
逸
話
は
も
と
よ
り
、
し
ば
し
ば
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な

例
に
俳
譜
を
以
て
す
る
が
如
き
は
、
そ
の
端
的
な
現
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
さ
す
が
」
の
誤
用
例
に
「
さ
す
が
み
ご
と
な
花
の
い
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
き
や
う
に
ん

や
う
」
の
句
を
挙
げ
て
難
じ
（
巻
一
8
ウ
）
、
「
吹
挙
と
云
べ
き
を
・
す
い
き
や
う
と
云
人
あ
り
」
と
し
て
、
「
酔
狂
人
」
を
「
吹
挙
人
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゴ

取
成
し
た
付
句
を
掲
げ
、
こ
れ
を
誉
め
た
判
者
を
非
難
し
た
り
す
る
（
巻
一
1
6
ウ
～
）
。
ま
た
、
「
唯
と
い
ふ
べ
き
を
・
た
っ
た
・
た
ん
だ
」

　
　
　
　
こ
の
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
く
も
か
す
み
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
く

の
例
に
、
「
頃
あ
る
人
の
。
べ
に
よ
り
あ
か
き
た
ん
だ
今
。
雲
や
霞
の
た
っ
た
今
な
ど
㌧
い
ふ
狂
句
し
た
る
を
き
㌧
侍
り
。
い
か
ゾ
侍
ら

ん
」
（
巻
二
ー
ウ
～
）
な
ど
と
も
云
う
。

　
こ
れ
ら
は
、
吹
挙
に
対
す
る
「
す
い
き
や
う
」
、
唯
に
対
す
る
「
た
っ
た
一
た
ん
だ
」
の
詑
形
が
あ
り
え
た
こ
と
を
教
え
る
も
の
の
、

語
音
の
類
似
に
よ
る
取
成
し
や
秀
句
を
用
例
と
す
る
方
法
は
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
み
ぎ
を
以
て
貞
室
は
俳
譜
に

お
け
る
詑
形
を
厳
し
く
退
け
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
反
し
て
い
る
。
『
か
た
こ
と
』
の
記
事
を
「
正
章
千
句
」
の
作
晶
と
照
ら
し

　
　
　
も
つ
げ
い
お
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ツ
ケ
イ

て
も
、
「
牧
渓
和
尚
を
・
も
っ
け
お
う
し
よ
う
」
（
巻
三
鴉
オ
）
と
云
い
な
が
ら
、
「
も
っ
け
な
か
ほ
す
る
や
牧
漢
」
（
第
二
）
の
旬
が
あ
り
、

ど
う
が
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
め

「
泥
亀
を
・
す
っ
ぼ
ん
・
す
ぽ
ん
な
ど
㌧
い
ふ
は
如
何
。
〈
中
略
V
人
す
い
亀
を
す
っ
ぽ
ん
と
い
ふ
は
。
き
㌧
あ
し
く
や
侍
る
ら
ん
」
（
巻

四
1
9
ウ
）
に
背
い
て
、
「
す
っ
ぽ
ん
が
秋
の
汀
に
う
き
あ
が
り
」
（
追
加
）
と
あ
る
。
貞
室
自
註
の
『
俳
譜
之
註
』
（
寛
氷
十
九
年
く
：
ハ
四
二
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
ざ
う
　
　
お
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ら
う
　
　
く
し
　
　
は
こ

刊
）
を
見
れ
ば
怒
「
ぼ
（
盆
）
に
は
地
蔵
を
拝
み
よ
る
袖
」
に
何
の
註
も
付
さ
ず
、
「
尾
籠
に
も
な
る
や
根
榔
の
櫛
の
筥
」
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
と
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
」
う
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
∵
つ
ふ
一
つ

後
者
な
ど
は
、
「
燈
台
を
み
て
は
。
当
代
の
は
や
り
物
ぞ
と
い
ひ
。
豆
腐
を
出
せ
ば
当
風
の
は
や
り
物
ぞ
な
ど
」
と
云
う
仮
名
違
い
の
秀

句
批
判
（
巻
五
3
3
オ
）
に
低
触
す
る
こ
と
著
し
い
。
『
か
た
こ
と
」
と
俳
譜
作
品
と
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
ぬ
と
し
て
も
、
一
方
で
他

の
作
晶
を
批
判
す
る
か
ら
に
は
、
自
作
晶
の
み
将
外
に
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
矛
盾
に
ど
の
様
な
意
味
が

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
因
籠
　
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
も
ん
じ

　
『
か
た
こ
と
」
と
先
行
貞
室
作
品
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
に
次
の
如
き
が
あ
る
。
っ
ま
り
、
「
唱
門
師
を
・
し
よ
も
じ
。
但
し
や

う
も
じ
と
は
可
然
歎
」
（
巻
三
妬
オ
）
の
但
書
き
が
、
あ
た
か
も
『
正
章
千
旬
」
の
「
い
か
に
も
耳
の
さ
と
き
し
や
う
も
じ
」
（
第
二
）
を
擁

護
す
る
か
の
如
き
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
貞
室
は
本
書
を
著
す
に
当
っ
て
、
や
は
り
自
作
を
意
識
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
自
作
擁
護
の
態
度
は
、
既
に
「
俳
譜
之
註
」
に
も
見
え
て
い
る
。
強
盗
と
歎
冬
を
秀
旬
に
す
る

　
　
　
　
　
ぬ
す
び
と

「
雪
ま
よ
り
盗
人
が
ん
だ
う
顕
れ
て
」
の
註
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
ざ

　
　
付
心
は
、
京
わ
ら
ん
べ
の
諺
に
、
「
ぬ
す
人
が
ん
だ
う
か
ね
た
㌧
き
、
か
ね
は
な
う
て
手
び
や
う
し
」
と
い
へ
る
に
す
が
れ
り
。
〈
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
う
だ
う
　
　
か
く

　
　
略
V
又
「
が
ん
だ
う
」
と
は
強
盗
と
書
を
あ
や
ま
り
た
る
か
。
但
、
か
や
う
の
事
は
人
の
い
ふ
に
し
た
が
ふ
な
り
。
是
は
い
か
い
の

　
　
さ
ぢ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ゐ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
作
定
な
り
。
又
云
、
が
ん
だ
う
は
唐
韻
か
、
し
ら
ず
。
　
（
古
典
俳
文
学
大
系
2
，
3
8
ぺ
ー
ジ
）

こ
の
様
に
、
作
定
を
楯
に
無
理
な
秀
句
の
責
め
を
回
避
す
る
あ
た
り
、
暖
昧
に
「
可
然
歎
」
と
す
る
本
書
の
態
度
と
通
ず
る
所
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
自
作
の
擁
護
が
形
を
整
え
る
と
、
独
自
の
言
語
解
釈
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
貞
室
は
「
と
ら
ま
ゆ
る

」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
「
正
章
千
旬
」
の
貞
徳
評
で
批
判
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
る

　
と
ら
ま
へ
た
し
や
千
年
の
露

　
　
　
世
の
か
た
こ
と
か
た
こ
と
㌧
知
て
、
態
と
は
用
ゆ
る
例
あ
れ
ど
も
、
か
た
こ
と
㌧
し
ら
で
用
ゆ
る
か
た
こ
と
は
、
誹
に
不
用
法
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
り
。
「
と
ら
ゆ
る
」
は
よ
し
。
「
と
ら
ま
ゆ
る
」
は
、
京
童
部
の
あ
さ
ま
し
き
か
た
言
也
（
古
典
俳
文
学
大
系
1
、
蜘
ぺ
ー
ジ
）

し
か
し
、
貞
室
は
こ
の
師
説
を
直
ち
に
は
容
れ
ず
、
独
自
の
解
釈
を
施
す
こ
と
で
宛
曲
に
自
作
の
正
当
で
あ
る
こ
と
を
「
か
た
こ
と
」
に

述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
り
な
が
ら
　
　
　
　
じ

　
一
と
ら
ゆ
る
と
い
ふ
べ
き
を
。
つ
か
ま
ゆ
る
と
は
い
へ
ど
も
。
と
ら
ま
ゆ
る
と
い
ふ
は
か
た
こ
と
な
り
と
か
や
。
乍
去
ま
の
字
は
付
字



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が

　
　
に
て
苦
し
か
る
ま
じ
き
か
と
お
ぼ
ゆ
。
縦
へ
ば
。
人
を
睨
む
を
。
に
ら
ま
ゆ
る
と
い
ひ
。
崇
む
る
を
。
あ
が
ま
ゆ
る
な
ど
㌧
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ

　
　
と
葉
お
ほ
し
。
其
類
ひ
な
れ
ば
、
と
ら
ま
ゆ
る
も
苦
し
か
ら
じ
。
ろ
。
ら
。
ま
。
す
は
昔
の
付
字
也
（
巻
五
3
オ
）

こ
の
記
事
は
貞
徳
の
影
響
を
蒙
っ
た
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
、
努
め
て
自
説
に
固
執
す
る
貞
室
の
態
度
に
注
意
し
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
み
ぎ
の
解
釈
は
、
傍
証
を
示
す
な
ど
一
見
妥
当
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
、
「
と
ら
ま
ゆ
る
」
が
カ
タ

コ
ト
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
は
無
効
な
の
で
あ
る
が
、
方
法
的
に
は
一
応
合
理
的
な
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
云

う
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
独
自
の
価
値
は
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

、
み
ぎ
の
二
例
か
ら
す
れ
ば
、
『
か
た
こ
と
」
と
貞
室
自
作
俳
講
と
の
矛
盾
の
意
味
は
、
俳
譜
実
作
上
の
要
講
に
よ
る
言
葉
詮
索
か
ら
、

言
葉
そ
の
も
の
へ
の
反
省
へ
と
い
っ
た
発
展
的
な
矛
盾
と
考
え
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
一
部
の
記
事
は
そ
う
で
あ
る
。
考
察
を
深
め

る
契
機
に
は
、
他
か
ら
の
注
意
の
喚
起
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
俳
譜
之
註
」
に
、

　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
う
て
な
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
げ
　
　
ざ

　
　
　
　
葉
は
花
の
台
に
の
ぼ
れ
仏
の
坐

　
　
　
　
　
　
　
ざ
　
　
　
　
　
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
す
　
に
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り
　
ぞ
く
ご

　
　
く
前
略
V
仏
の
坐
と
い
ふ
草
は
、
え
ぐ
の
若
菜
な
ど
㌧
歌
に
も
よ
ま
れ
た
る
も
の
歎
。
花
の
な
り
の
蓮
に
似
た
れ
ば
、
誤
て
俗
語
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
は
げ
ゴ
の
花
と
い
ふ
と
な
り
。
た
づ
ぬ
べ
し
。
　
（
前
掲
書
、
3
8
ぺ
ー
ジ
）

と
あ
る
如
く
、
貞
室
み
ず
か
ら
も
折
に
ふ
れ
考
え
、
思
い
留
め
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
か
た
こ
と
」
も
ま
た
決
定
稿
で
は
な
く
、

序
文
で
「
下
書
」
と
称
す
る
様
に
、
結
論
を
保
留
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
俳
譜
と
の
関
連
で
再
考
す
べ
き
は
、
本
書
に
お
け
る
規
範
意
識
（
国
語
意
識
）
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
一
般
に
、
洗
練
さ
れ
た
言
葉
の

選
択
を
伴
う
俳
譜
に
携
わ
る
者
に
は
、
お
の
ず
か
ら
言
葉
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
作
品
は
本
来
公

表
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
す
る
か
ら
に
は
、
付
合
や
用
語
の
当
否
に
っ
い
て
の
客
観
的
な
規
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
範
意
識
は
こ
う

し
て
生
ま
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
俳
譜
と
と
も
に
育
っ
た
貞
室
の
規
範
意
識
は
、
本
書
に
ど
う
反
映
し
て
い
る
の
か
。

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
田
寵
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
か
つ
て
新
村
出
氏
は
、
本
書
を
称
え
て
、

　
　
本
書
は
、
畷
乎
た
る
標
準
語
の
確
立
を
意
識
し
た
貞
徳
及
び
貞
室
の
国
語
意
識
が
溢
る
＼
ば
か
り
に
現
は
れ
て
を
る
の
み
か
、
愛
児

　
　
に
対
し
て
誠
実
に
国
語
教
育
の
範
を
垂
れ
た
も
の
と
し
て
、
国
語
学
史
上
恐
く
は
空
前
絶
後
と
も
い
ふ
べ
き
傑
出
し
た
著
述
で
あ
る

　
　
と
申
し
て
差
支
な
い
。
　
（
目
本
古
典
全
集
「
解
題
」
4
ぺ
ー
ジ
）

と
評
し
、
記
述
の
方
法
に
関
し
て
、

　
　
単
純
な
る
記
載
的
方
法
に
の
み
よ
ら
ず
標
準
語
と
方
言
詑
語
と
の
取
捨
選
択
に
関
す
る
断
乎
た
る
親
切
な
る
指
導
と
時
に
優
柔
な
る

　
　
態
度
と
が
各
所
に
散
見
す
る
の
を
認
め
る
。
　
（
同
右
5
ぺ
－
ジ
）

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
み
ぎ
の
如
く
発
言
さ
れ
た
時
、
は
た
し
て
新
村
氏
は
ど
の
様
な
「
貞
徳
及
び
貞
室
の
国
語
意
識
」

を
想
定
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
書
の
記
述
は
、
二
三
の
例
を
除
い
て
、
個
々
の
語
あ
る
い
は
慣
用
表
現
の
レ
ベ
ル
に
終
始
し
、
論
の
形
を
な
す
記
事
は
ま
れ
で
あ

る
。
実
用
の
目
的
（
即
ち
カ
タ
コ
ト
矯
正
）
か
ら
の
要
請
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
け
れ
ど
も
、
無
秩
序
な
記
事
の
配
列
ひ
と
っ
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
莚
2

も
、
そ
の
様
な
配
慮
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
、
抽
出
で
き
る
規
範
が
、
詑
形
に
対
す
る
正
形
一
誤
用
に
対
す
る
正
用
で
あ
っ
た
り
、

古
典
等
の
用
例
で
あ
っ
た
り
す
る
程
度
で
は
、
本
書
の
独
自
性
は
な
き
に
等
し
い
。

　
本
書
の
価
値
は
、
逆
説
め
く
が
、
却
っ
て
「
優
柔
な
る
態
度
」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
既
引
の
「
お
や
じ
や
も
の
」
を
婁
言
と

し
て
退
け
る
条
に
ひ
と
っ
隔
て
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
∫
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
へ

　
一
我
を
ん
な
を
。
め
じ
や
も
の
と
い
ふ
こ
と
如
何
。
但
め
じ
や
人
と
は
云
に
く
き
故
歎
。
（
巻
三
2
ー
ウ
）

と
あ
る
。
〕
酉
に
く
き
」
原
因
に
思
い
を
致
さ
ず
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
自
身
の
「
じ
や
」
を
「
者
」
の
字
音
と
す
る
語
源
説
が
問
わ
れ

る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
自
説
を
保
ち
な
が
ら
も
、
一
方
で
簡
単
に
例
外
を
許
容
す
る
不
徹
底
な
態
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の



結
果
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
待
遇
意
識
（
就
中
、
親
族
呼
称
の
場
合
）
の
変
遷
過
程
の
一
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
促
音
挿
入
の
語
例
に
関
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る

　
イ
　
さ
れ
ど
も
か
う
や
う
の
こ
と
葉
は
。
時
に
よ
り
。
こ
と
に
し
た
が
ひ
て
。
い
は
ず
し
て
叶
は
ぬ
お
り
も
侍
る
べ
し
。
苦
し
か
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た

　
　
　
じ
き
か
と
（
貞
徳
に
　
引
用
者
）
尋
ね
侍
り
し
か
ば
。
い
は
ぬ
に
は
し
か
じ
と
答
へ
ら
れ
き
。
（
巻
一
9
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
も
の

　
口
　
但
う
へ
よ
り
云
っ
ゾ
け
。
又
い
き
ほ
ひ
か
＼
り
て
い
ふ
時
は
。
く
る
し
か
ら
じ
と
い
へ
ど
も
。
い
は
ぬ
に
は
し
か
じ
。
殊
に
物
に

　
　
か
き

　
　
　
書
っ
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
（
巻
二
ー
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
」
、
さ

　
ハ
　
つ
め
て
い
ふ
は
。
時
に
よ
り
て
苦
し
か
ら
ぬ
こ
と
蹴
（
巻
五
1
0
オ
）

と
、
三
度
に
わ
た
っ
て
註
記
す
る
こ
と
が
あ
る
、
イ
は
師
説
、
口
は
こ
れ
を
自
説
の
如
く
述
べ
、
ハ
で
は
イ
ロ
の
制
限
を
緩
め
て
許
容
の

幅
を
広
げ
る
、
仮
に
ハ
が
貞
室
の
素
直
な
意
見
で
あ
れ
ば
、
条
件
次
第
で
は
靴
形
の
使
用
を
認
め
る
態
度
は
（
イ
に
も
窺
え
る
）
、
厳
格

な
規
範
意
識
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
本
書
内
部
に
存
す
る
種
々
の
矛
盾
・
錯
誤
を
い
ち
い
ち
指
摘
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
か
く

見
れ
ば
、
本
書
の
記
事
内
容
を
精
細
に
整
理
分
類
す
る
作
業
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
後
に
述

べ
る
理
由
か
ら
、
本
書
の
各
記
事
が
必
ず
し
も
同
じ
性
格
を
も
た
ぬ
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
因
み
に
、
み
ぎ
の
引
用
口
は
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
使
い
分
け
に
注
意
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
云
ふ
」
を
文
字

通
り
の
目
常
の
話
レ
言
葉
と
は
理
解
せ
ぬ
方
が
よ
い
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
『
俳
講
之
註
」
で
、
「
な
き
が
ら
は
す
く
ば
り
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
き

り
さ
え
か
へ
り
」
の
付
旬
「
わ
っ
と
泣
ぬ
る
こ
ゑ
の
か
な
し
さ
」
に
註
す
る
所
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ

　
　
「
わ
つ
と
」
＼
云
事
一
句
の
専
也
。
冷
は
て
㌧
扱
は
な
き
ぞ
と
歎
く
心
な
り
。
　
（
前
掲
書
鋤
ぺ
ー
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抽
に
　
め
ん

ま
た
、
そ
の
付
旬
「
お
も
は
ず
も
く
ら
が
り
に
見
し
の
鬼
の
面
」
の
註
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
べ

　
　
く
ら
が
り
に
鬼
の
面
を
見
て
、
わ
っ
と
泣
や
う
な
る
童
心
な
る
べ
し
。
又
、
鬼
の
面
を
き
た
る
も
の
が
、
わ
っ
と
云
て
お
ど
す
故
に

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



田
籠
　
　
　
博

八

　
　
泣
体
も
あ
り
。
「
わ
つ
と
」
＼
云
詞
が
付
所
也
。
（
同
右
）

こ
の
様
に
、
「
う
へ
よ
り
云
っ
ゴ
け
。
い
き
ほ
ひ
か
＼
り
て
」
な
ど
と
貞
室
が
許
容
の
条
件
を
示
す
所
は
、
俳
譜
の
付
句
の
技
法
上
の
問

題
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
『
か
た
こ
と
」
の
著
者
た
る
貞
室
に
と
っ
て
、
詑
形
や
カ
タ
コ
ト
は
一
律
に
排
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
い
鋭
敏
な
語
感
を
以
て
語
の
洗
練
に
腐
心
し
た
と
し
て
も
、
佐
言
や
音
節
数
に
制
約
を
う
け
る
俳
譜
の
実
作
上
、
止
む
を
え
ず
、
ま

た
は
意
図
的
に
そ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
事
実
、
貞
室
自
身
の
作
晶
に
そ
の
例
を
見
出
せ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
に
お
け
る
貞
室
の
規
範
意
識
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
俳
譜
と
の
関
連
で
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
貞

門
の
佳
言
意
識
や
付
合
の
作
法
等
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
筆
者
に
は
い
ま
そ
の
用
意
は
な
い
け
れ
ど
も
、
『
古
典
俳
文
学
大
系

第
2
巻
」
の
解
説
に
説
く
所
で
は
、
貞
門
で
は
、
俳
譜
と
は
俗
語
を
も
嫌
わ
ず
使
用
す
る
句
と
し
な
が
ら
も
、
「
俗
語
不
苦
と
は
申
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ら
、
あ
ま
り
道
外
過
た
る
詞
は
如
何
」
「
い
か
に
誹
譜
な
れ
ば
と
て
、
い
や
し
き
事
を
す
べ
か
ら
ず
」
と
限
界
を
設
け
、
結
局
「
和
歌
連

歌
に
取
用
ぬ
詞
の
よ
ろ
し
き
」
を
採
る
べ
き
と
す
る
二
律
背
反
的
な
佳
言
説
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
書
の
暖
昧
な
規
範
意
識
に
似

て
は
い
ま
い
か
。
俗
語
な
が
ら
も
道
外
れ
ぬ
、
い
や
し
か
ら
ぬ
佳
言
で
あ
る
こ
と
を
他
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
適
当
な
説
明
が
必

要
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
の
記
述
方
法
で
は
あ
る
ま
い
か
。
訟
形
は
正
さ
れ
、
カ
タ
コ
ト
は
解
釈
一
説
明
さ
れ
る
。
巻
五
雑
詞
部
で
は
、

擬
声
擬
態
の
語
に
さ
え
説
明
が
存
す
る
。
そ
し
て
、
当
否
の
判
断
は
説
明
の
前
提
に
な
っ
た
り
、
後
に
添
え
ら
れ
た
り
、
保
留
さ
れ
た
り

も
す
る
。
説
明
や
判
断
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
の
は
、
種
々
の
語
学
的
用
語
や
典
拠
で
あ
り
、
故
実
一
名
目
と
い
っ
た
超
越
的
な
権
威
の

場
合
も
あ
る
。
当
面
の
問
題
は
個
別
的
具
体
的
で
あ
る
か
ら
、
説
明
も
ま
た
各
条
で
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
が
あ
り
、
厳
密
な
用
語
の
定
義

樽
使
用
も
な
い
。
例
え
ば
、
本
書
は
「
連
声
」
を
よ
し
と
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

　
た
ん
れ
ん

　
一
鍛
錬
を
・
た
ん
で
ん
但
連
声
歎
（
巻
三
2
ウ
）



　
　
　
　
　
ご
ん
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
じ
や
う

　
一
く
前
賂
V
権
六
・
善
六
な
ど
は
。
ぜ
ん
の
く
・
ご
ん
の
ぐ
と
い
ふ
が
よ
し
連
声
な
れ
ば
な
り
。
（
巻
五
1
2
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ら
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
ら
ん

と
い
う
場
合
の
「
連
声
」
は
、
不
適
切
な
使
用
で
あ
る
。
適
切
だ
と
す
れ
ば
、
「
辛
労
を
・
し
ん
だ
う
」
（
巻
三
5
オ
）
「
金
欄
を
。
き
ん
だ

ん
」
（
巻
三
3
2
ウ
）
に
連
声
註
記
を
せ
ず
、
詑
形
と
し
て
退
け
る
が
如
き
不
徹
底
さ
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
書
名
の
由
来
た
る
カ
タ

コ
ト
の
意
味
す
ら
漠
然
と
し
て
捉
え
が
た
く
、
二
例
見
え
る
「
俗
語
」
（
巻
二
9
オ
、
1
2
オ
）
と
の
関
係
も
明
ら
か
で
な
い
説
明
の
仕
方
は
、

到
底
「
綴
乎
た
る
標
準
語
の
確
立
を
意
識
し
た
」
現
れ
で
あ
る
と
は
信
じ
難
い
。

　
蚕
言
す
れ
ば
、
『
か
た
こ
と
』
の
基
本
的
性
格
は
俳
譜
と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
鋭
い
観
察
を
窺
わ
せ
る
点

も
あ
り
は
す
る
が
、
寸
考
の
積
み
重
ね
で
は
一
書
と
し
て
お
の
ず
か
ら
限
界
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
を
総
合
的
に
考
察
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
3

上
で
の
困
難
さ
は
、
ひ
と
っ
に
は
こ
の
様
な
事
情
に
起
因
す
る
。

　
　
　
　
三

　
「
か
た
こ
と
」
の
総
合
的
な
考
察
が
困
難
な
も
う
ひ
と
っ
の
理
由
は
、
本
書
に
収
め
る
記
事
の
出
拠
が
複
数
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
。

既
述
の
如
く
、
序
文
は
師
貞
徳
の
説
に
貞
室
自
説
を
添
え
た
旨
を
記
し
て
い
る
“
師
説
と
示
す
場
合
は
別
と
し
て
、
「
と
ら
ま
ゆ
る
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
4

条
は
勿
論
、
タ
レ
（
誰
）
を
ダ
レ
と
濁
る
こ
と
（
巻
一
2
ー
ウ
）
、
五
色
の
誉
些
言
葉
の
故
実
（
巻
二
1
9
オ
）
な
ど
、
貞
徳
の
説
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
格
別
注
意
し
な
い
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
慶
安
三
年
に
は
、
貞
徳
も
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
が
単
な
る

師
説
の
引
き
写
し
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
説
明
し
に
く
い
事
実
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
貞
徳
の
本
書
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
調
査
す
る
こ
と

は
別
の
機
会
に
譲
っ
て
、
そ
の
他
の
場
合
を
考
え
て
み
る
。

さ
て
、
本
書
の
記
事
は
、

『
か
た
こ
と
』
考

し
、
ま
し
、
ま

「
と
云
り
・
と
か
や
一
と
ぞ
」
な
ど
の
伝
聞
表
現
で
結
ば
れ
る
。
「
と
ら
ま
ゆ
る
」

の
条
で
、
「
と

九



　
囲
寵
　
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

ら
ま
ゆ
る
と
い
ふ
は
か
た
こ
と
な
り
と
か
や
」
と
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
『
正
章
千
句
」
の
貞
徳
評
を
承
け
て
い
る
こ
と
が

分
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
他
の
場
合
も
貞
徳
説
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
や
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
も
っ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魯
　
魯
　
⑧
　
も
つ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
た
い

　
一
正
躰
な
き
と
い
ふ
べ
き
時
に
。
勿
躰
な
し
と
い
ふ
は
誤
た
る
こ
と
葉
な
り
と
云
り
。
勿
躰
の
二
字
を
。
躰
な
し
と
よ
め
ば
。
勿
韓
な

　
　
　
　
　
　
　
ぢ
う
．
こ
ん
　
　
6
　
⑤
　
⑤

　
　
し
と
は
い
ら
ぬ
重
言
か
と
云
り
　
　
（
傍
点
引
用
者
、
巻
一
8
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ツ
タ
イ

　
こ
の
「
勿
韓
な
し
」
を
貞
徳
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
分
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
元
和
本
下
学
集
の
「
勿
躰
」
項
の
漢
文
註
に
は
次
の

如
く
見
え
る
。

　
　
タ
イ
タ
イ
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
ナ
リ
　
　
モ
ツ
ハ
ム
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　
キ
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
ル
ニ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ニ
　
ス
ハ
　
シ
ト
　
　
　
　
　
　
ニ
ウ
シ
ナ
フ
　
　
　
ヲ
ナ
リ
レ
サ
イ
ニ

　
　
躰
体
壁
二
字
皆
同
字
也
勿
元
也
勿
体
之
二
字
即
元
正
躰
義
也
然
日
本
俗
書
状
云
元
勿
韓
者
大
　
失
　
正
理
也
子
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ニ
　
　
一
　
　
　
二
　
　
一

　
　
ヅ
ト
　
フ
　
　
ヲ

　
　
可
思
之
云
々
　
（
言
辞
、
下
4
ー
ウ
）

　
　
　
レ
　
　
レ

「
重
言
」
の
語
こ
そ
見
え
ぬ
も
の
の
、
両
者
意
味
す
る
所
は
全
く
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
応
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
や
や
も
す
れ

ば
閑
却
さ
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
本
書
の
言
語
説
等
の
淵
源
を
あ
ら
た
め
て
問
題
に
し
、
貞
徳
説
の
み
に
限
ら
ず
広
く
調
査
を
試
み
、
最

終
的
に
は
、
本
書
の
資
料
性
そ
の
も
の
に
も
検
討
の
余
地
を
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ご
く
簡
単
な
比
較
で
も
、
本
書
の
記
事
で
元
和
本
下

学
集
の
漢
文
註
と
類
似
す
る
も
の
を
次
の
様
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
三
例
を
対
照
し
て
示
す
。

　
み
そ
さ
ん
ざ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
す
む
こ
と
み
ぞ
二
さ
ん
ざ
い
か
る
か
ゆ
へ
い
ふ
し
か

　
一
鶴
鵜
を
・
み
そ
さ
ゴ
い
。
此
鳥
栖
溝
三
歳
。
故
云
ホ
と
か
や
。
か
や
ぐ
き
と
い
ふ
も
。
此
鳥
の
一
名
（
巻
四
2
ー
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
ミ
ソ
サ
、
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ス
ク
フ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ス
ム
コ
ト
ミ
ソ
ニ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ニ
　
フ
ハ
ミ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
〔
鶴
鶏
〕
小
烏
也
荘
子
鶴
鶴
巣
林
不
過
一
枝
云
々
此
鳥
栖
溝
三
歳
故
目
本
呼
溝
三
歳
者
是
鶴
鵜
也
（
気
形
、
上
2
6
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ
ニ
一
　
　
レ
　
　
　
ニ
　
一

　
　
さ
げ
　
　
く
こ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
く
く
呈
　
　
じ
や
う
り
や
く
こ
と
ば

　
一
酒
を
・
九
献
と
い
ふ
は
。
を
ん
な
こ
と
葉
の
み
に
も
あ
ら
ず
。
お
の
こ
も
い
ふ
べ
し
。
三
々
九
献
と
い
ふ
上
略
の
詞
な
り
と
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
羽
ウ
）

　
　
ク
コ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
〔
九
献
〕
目
本
世
話
酒
名
也
三
々
九
献
義
也
（
飲
食
、
下
1
5
ウ
）



た
ん
ぐ
は

一
旦
過
と
い
ふ
は

わ
う
ら
い
　
　
し
や
も
ん
　
　
　
　
い
つ
し
ゆ
く
た
め
　
　
　
　
　
を
き
　
　
と
こ
ろ

往
来
の
沙
門
な
ど
の
一
宿
の
為
に
た
て
置
た
る
所
と
云
り
。

そ
れ
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り

た
ん
ぐ
は
ん
や
と
い
ふ
は
誤
成
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
ー
ウ
）

　
　
タ
ン
ク
ワ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ノ

　
〔
旦
過
〕
往
来
之
沙
門
僧
呂
一
宿
之
処
也
（
態
芸
、
下
1
2
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
く
に
　
　
か
う
や
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ

　
長
文
で
あ
る
か
ら
引
か
な
い
け
れ
ど
も
、
「
か
う
や
と
は
。
か
は
や
と
い
ふ
こ
と
な
る
を
。
紀
伊
国
の
高
野
山
の
こ
と
に
い
ふ
一
説
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ワ
ヤ

る
」
（
巻
五
2
オ
）
と
し
て
、
元
和
本
下
学
集
「
厩
」
項
（
家
屋
、
上
2
4
オ
）
の
註
の
二
説
云
」
以
下
と
同
文
の
漢
文
を
掲
げ
て
も
い
る
。

（
な
お
、
み
ぎ
の
漢
文
註
の
う
ち
に
は
、
古
本
下
学
集
や
古
本
節
用
集
に
も
同
文
を
載
せ
る
も
の
が
あ
る
。
著
作
当
時
に
貞
室
が
目
踏
し

え
た
可
能
性
の
最
も
高
い
資
料
と
し
て
元
和
本
下
学
集
を
選
ん
だ
ま
で
で
あ
る
。
）

　
所
で
、
や
は
り
元
和
本
下
学
集
の
漢
文
註
と
類
似
す
る
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
さ
て
た
く
ぼ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
な
り
（
マ
マ
）
　
　
す
な
は
ち
て
ら
っ
y
き
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
く
み
　
　
を
　
っ
じ
み
し
ら
へ

　
一
く
前
略
V
扱
啄
木
と
は
。
て
ら
つ
㌧
き
と
い
ふ
鳥
の
名
な
り
。
　
即
啄
木
鳥
と
書
り
。
然
る
を
組
の
緒
又
鼓
の
調
緒
な
ど
に
。
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
ぼ
く

　
　
ぼ
く
と
申
は
。
そ
の
い
ろ
斑
に
し
て
。
高
び
く
に
う
ね
侍
り
て
此
と
り
の
木
を
っ
い
ば
み
た
る
跡
に
似
た
る
に
よ
て
啄
木
と
申
と
か

　
　
　
り
う
せ
ん
た
く
ぽ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
」
と
き
よ
く

　
　
や
又
流
泉
啄
木
と
い
ふ
時
は
琴
の
曲
の
名
な
り
と
ぞ
（
巻
二
8
ウ
）

　
　
て
ら
つ
y
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ら
つ
㌧
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ツ
て
う
べ
し
た
つ
ぬ

　
一
啄
木
鳥
を
・
け
ら
っ
㌧
き
。
但
又
駕
と
も
書
歎
。
け
ら
つ
㌧
き
。
て
ら
つ
㌧
き
は
又
別
鳥
か
可
尋
（
巻
四
2
ー
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ニ
条
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
註
に
対
応
す
る
。

　
　
タ
ク
ボ
ク
　
ノ
　
ヲ
　
　
テ
イ
ト
ヲ
ク
ム
　
ノ
　
一
ン
く
ト
シ
テ
シ
ノ
ヅ
イ
一
ム
ノ
ヲ
ア
ト
ノ
ニ
フ
　
ト
　
一
ノ
　
　
　
ハ
コ
ト
ノ
ヲ
　
　
　
ト

　
〔
啄
木
〕
物
之
緒
也
以
赫
組
之
其
色
斑
々
而
如
鳥
之
啄
木
痕
故
云
啄
木
也
実
鳥
之
名
也
又
琴
名
流
泉
啄
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ
　
　
　
ニ
　
レ
一
二
－

　
　
　
フ

　
　
云
也
（
器
材
、
下
2
0
ウ
）

　
ケ
ラ
ツ
、
キ
　
　
ノ
　
　
　
ジ
カ
ニ
ク
レ
ツ
　
　
　
　
　
ハ
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
〔
啄
木
〕
鳥
名
也
ホ
雅
云
列
鳥
也
啄
木
或
琴
名
也
見
器
材
門
也
（
気
形
、
上
％
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
一

ま
ず
問
題
の
な
い
対
応
で
あ
る
が
、
ひ
と
っ
「
流
泉
啄
木
」
を
琴
の
曲
名
と
す
る
か
琴
の
名
と
す
る
か
の
些
細
な
相
違
を
合
ん
で
い
る
。

両
者
は
同
意
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
下
学
集
の
成
立
発
達
に
与
っ
て
重
要
な
関
係
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
類
書
『
壌

『
か
た
こ
と
』
考



　
　
田
籠
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

嚢
抄
』
（
僧
行
誉
著
、
文
安
三
年
く
一
四
四
六
V
成
、
刊
本
は
正
保
三
年
く
：
ハ
四
四
V
刊
）
の
こ
と
で
あ
る
。
「
啄
木
」
の
漢
文
註
も
実
は
こ
の
書

の
記
事
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　
タ
ク
ボ
ク
ト
　
フ
　
　
　
　
　
タ
ミ
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ク
ポ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ノ
ツ
イ
ハ
ム

　
〔
啄
木
云
事
〕
△
組
ヲ
。
タ
ク
ホ
ク
ト
云
。
文
字
如
何
　
字
ニ
ハ
啄
木
ト
書
ク
。
職
ヘ
ハ
組
ノ
色
ノ
。
斑
々
ト
シ
テ
。
如
鳥
啄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
　
　
　
レ

　
　
　
ヲ
ア
ト
ノ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ワ
ワ
（
マ
マ
）
　
リ
カ
せ
！
タ
ク
ホ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ク
ホ
ク
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
タ
ク
ホ
ク
一

　
　
木
痕
故
啄
木
ト
云
云
。
亦
琵
琶
二
。
流
泉
啄
木
ト
云
曲
ア
リ
。
又
啄
木
ト
書
。
テ
ラ
ツ
・
キ
共
ヨ
ム
。
示
笙
日
。
啄
木
ハ

　
　
　
　
上

　
テ
ラ
ツ
・
キ
ト

　
　
列
鳥
也
（
巻
六
3
0
段
、
塵
添
本
巻
十
鴉
段
）

　
　
　
註
　
引
用
は
無
刊
記
版
『
塵
添
壊
嚢
紗
』
（
臨
川
書
店
刊
複
製
本
）
の
本
文
に
よ
る
。
以
下
同
。

問
題
の
箇
処
が
琵
琶
の
曲
と
あ
り
、
「
鷲
」
に
「
テ
ラ
ツ
・
キ
」
の
訓
を
施
す
点
が
注
意
さ
れ
る
。

　
『
か
た
こ
と
」
は
多
く
の
漢
語
を
載
せ
、
そ
の
中
に
は
、
元
和
本
下
学
集
は
も
と
よ
り
そ
の
古
本
類
、
及
び
古
本
節
用
集
諸
本
に
も
検

索
で
き
な
い
語
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
壌
嚢
抄
」
に
、
当
該
語
を
め
ぐ
っ
て
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ

る
。
そ
の
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
一
ひ
し
と
㌧
い
ふ
べ
き
を
・
ひ
っ
し
と
㌧
詰
て
云
る
こ
と
如
何
。
縦
へ
ば
人
に
物
を
頼
む
を
ひ
し
と
頼
む
ぞ
な
ど
い
ふ
は
当
ら
ぬ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
じ
も
ん
　
　
ひ
し
と
　
こ
ち
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
　
か
と
云
り
。
千
字
文
に
摩
侍
己
長
と
書
て
。
を
の
れ
が
ま
さ
る
こ
と
を
た
の
む
こ
と
な
か
れ
と
よ
め
り
と
。
然
ら
ば
。
ひ
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ニ
　
　
　
　
一

　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

　
　
頼
み
か
た
き
こ
と
な
ど
＼
云
時
は
可
然
こ
と
葉
か
と
云
り
（
巻
二
2
7
ウ
）

　
　
ヒ
　
シ
ト
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
〆
ト
コ
ヂ
ヤ
ウ
ト

　
〔
廃
侍
云
事
〕
△
人
ヲ
タ
ノ
ム
ヲ
。
ヒ
ツ
シ
ト
憲
ム
ト
云
ハ
何
事
ソ
。
ヒ
ツ
シ
ト
云
ハ
誤
也
。
一
千
字
文
一
二
廃
侍
己
長
く
左
訓
ヲ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
ニ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
　
ヒ

　
　
レ
カ
マ
サ
レ
ル
コ
ト
ヲ
タ
ノ
ム
ナ
カ
レ
V
ヨ
メ
リ
只
摩
侍
ト
タ
ノ
ム
許
リ
ハ
難
云
ヘ
シ
。
ヒ
シ
ト
タ
ノ
ミ
難
シ
ナ
ン
ト
云
ハ
ン
ハ
便
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
ア
ル
ニ
ヤ
（
巻
二
3
1
段
、
塵
添
本
四
3
9
）

行
文
の
一
致
は
明
白
で
、
議
論
の
余
地
は
な
い
。
比
較
す
れ
ば
、
『
か
た
こ
と
」
の
記
事
に
、
問
題
提
起
と
以
下
の
説
明
と
の
間
の
齪
鯖



が
明
ら
か
に
な
る
。
「
如
何
」
の
判
断
は
示
さ
れ
ず
、
「
縦
へ
ば
」
が
意
味
を
な
さ
な
い
如
く
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
体
裁
は
、
依
拠
記
事

の
存
在
を
想
定
せ
ず
し
て
は
解
釈
が
っ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
壊
嚢
抄
」
の
説
は
う
が
ち
す
ぎ
た
膠
説
で
あ
っ
て
、
無
批
判
に
従

う
態
度
は
問
題
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
伝
聞
表
現
は
一
種
の
責
任
回
避
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　
先
行
記
事
を
承
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
然
受
容
態
度
が
問
題
に
な
る
。
み
ぎ
の
例
で
云
え
ば
、
「
摩
侍
」
語
源
に
従
う
限
り
、
恐
ら

く
当
代
の
用
法
の
大
部
分
を
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
単
に
典
拠
を
呈
示
し
た
だ
け
で
は
発
言
の
意
味
が
な
い
。
そ
れ
を
無
雑
作
に
一
条
と

し
て
掲
げ
る
態
度
は
、
本
書
の
性
格
の
一
面
を
表
わ
し
て
い
る
。
試
み
に
、
巻
二
の
一
連
の
四
箇
条
に
っ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

　
　
た
い
く
は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
を
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
ひ
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
じ
ち
う
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
ぞ
く
　
　
　
　
　
く
は
さ

　
A
　
大
魁
と
云
こ
と
葉
は
。
物
の
相
応
し
た
る
こ
と
に
い
ふ
と
か
や
魁
は
首
と
い
ふ
字
註
侍
り
。
然
る
を
今
俗
に
は
。
過
差
な
る
こ
と

　
　
　
た
い
く
は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
㌧
か
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
い
ひ
な
れ
　
　
　
　
　
さ
ら
あ
ら
た
め

　
　
　
を
大
魁
な
る
と
い
ふ
は
柳
心
違
ひ
侍
る
。
さ
れ
ど
普
く
誤
り
来
り
て
云
馴
侍
れ
ば
今
更
改
が
た
き
こ
と
歎
。

　
　
　
く
は
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ち
か
　
　
よ
　
　
せ
λ
、
こ
く
せ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
さ

　
B
　
過
差
な
る
こ
と
を
。
せ
ん
し
や
う
と
い
ひ
習
は
せ
り
。
是
は
近
き
代
に
千
石
少
式
と
か
や
云
し
人
あ
り
つ
る
が
。
過
差
を
こ
の
ま

　
　
　
　
　
　
せ
ん
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や
し
き
か
き
る
た
つ
と
き
ふ
く
を
　
い
ふ
　
　
こ
れ
を
せ
ん
し
や
う
せ
ん
し
や
う
ぶ
れ
い
は
く
に
の
き
や
う
ぞ
く
な
り

　
　
　
れ
し
よ
り
千
少
と
い
ひ
そ
め
た
る
こ
と
葉
と
ぞ
。
又
云
賎
服
貴
服
　
　
謂
於
之
倦
上
倦
上
無
礼
国
凶
賊
也
と
い

　
　
　
　
　
　
い
さ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ツ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
一
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　
へ
る
は
。
柳
似
か
よ
ひ
た
れ
ど
。
又
別
の
こ
と
と
云
り

　
　
　
ひ
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
㌧
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
れ
つ
て
ん
わ
う
　
あ
く
せ
い
た
う

　
C
　
非
愛
と
い
ふ
は
。
物
の
あ
や
う
き
事
に
云
り
。
卿
心
得
の
侍
る
べ
き
こ
と
に
や
武
烈
天
皇
の
悪
政
道
よ
り
出
た
る
こ
と
葉
な
り
と

　
　
　
か
や

　
　
あ
や
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
て
い
か
の
ぎ
や
う
て
ん
ぶ
く
い
せ
も
の
が
た
り
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
ナ

D
危
き
こ
と
を
・
あ
ぷ
な
し
は
よ
し
と
云
り
。
浮
雲
と
も
書
と
か
や
。
定
家
卿
天
福
の
伊
勢
物
語
に
も
。
あ
ふ
な
く
と
云
声
を
さ

　
　
　
　
　
　
註
5
　
　
　
　
　
　
ひ
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
い
さ
∫
か
こ
＼
ろ
も
ち

　
　
　
㌧
れ
た
り
。
然
る
を
非
愛
と
云
は
。
柳
心
持
か
は
り
侍
る
べ
し
と
云
り
（
以
上
、
巻
二
2
4
ウ
～
2
5
ウ
）

　
こ
の
う
ち
A
と
C
に
は
、
次
の
如
き
対
応
記
事
が
「
壌
嚢
抄
」
に
見
出
せ
る
。

　
　
タ
イ
ク
ワ
イ
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ク
ワ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ス

　
a
〔
大
魁
事
〕
△
人
心
大
ナ
ル
ヲ
タ
イ
ク
ワ
イ
ナ
ル
ト
云
ハ
何
字
何
ナ
ル
心
ソ
　
大
魁
ト
書
也
強
チ
気
大
ナ
ル
許
リ
可
云
非
。
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
事
ヲ
一
身
集
メ
智
分
才
覚
兼
タ
ル
ヲ
可
云
ニ
ヤ
。
〈
中
略
〉
衆
首
万
事
相
応
シ
タ
ル
ヲ
。
大
魁
ト
ハ
云
ヘ
シ
。
鄭
玄
カ
一
礼
記
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
田
籠
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
　
ノ
　
　
チ
一
；
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
く
く

　
　
　
注
二
魁
ハ
猶
首
也
ト
云
。
人
心
鹸
二
少
サ
キ
モ
人
義
ヲ
知
ヌ
ナ
ル
ヘ
シ
。
其
ヲ
知
ル
ラ
ン
ハ
。
サ
ノ
、
・
、
約
シ
カ
ル
マ
ジ
ケ
レ
ハ

　
　
　
　
ノ

　
　
　
気
大
ナ
ル
ヲ
云
モ
心
叶
ヘ
リ
。
　
（
巻
二
1
8
段
、
塵
添
本
四
2
6
）

　
　
　
ヒ
ア
イ
ノ
　
　
　
タ
ン
リ
ヨ
　
ア
ヤ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
タ
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
ノ

　
C
〔
非
愛
事
〕
△
短
慮
二
危
キ
ヲ
。
ヒ
ア
イ
ナ
ル
ト
云
ハ
。
何
事
ソ
　
是
常
二
聞
ク
詞
ナ
レ
共
。
文
章
未
見
及
但
武
烈
天
皇
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一

　
　
　
　
ロ
　
ニ
シ
テ
　
　
　
　
ニ
ヒ
ア
イ
ニ
マ
シ
マ
　
　
ニ
　
ヲ
シ
テ
　
　
　
ニ
メ
ト
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
心
悪
性
。
〈
中
略
V
加
様
非
愛
御
座
ス
故
其
身
没
誇
リ
ヲ
後
代
留
給
書
ケ
ル
物
ア
リ
。
非
愛
可
書
歎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
9
段
、
塵
添
本
同
）

　
a
の
淵
源
は
さ
ら
に
ふ
る
く
、
鎌
倉
時
代
中
頃
に
成
立
し
た
か
と
云
わ
れ
る
類
書
「
塵
袋
』
に
ま
で
湖
る
（
但
、
多
少
行
文
を
異
に
す
る
。

日
本
古
典
全
集
本
、
巻
五
鋤
ぺ
ー
ジ
）
。
A
の
過
差
は
a
の
心
気
の
大
な
る
こ
と
と
近
い
か
ら
、
云
う
所
の
「
今
俗
」
は
近
世
を
隔
た
る
こ
と

遠
い
。
ま
た
、
A
の
「
魁
は
首
と
い
ふ
字
註
侍
り
」
が
a
を
前
提
に
し
な
く
て
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
こ
と
云
う
ま
で
も
な
い
。
興
味
深

い
の
は
、
転
義
の
許
容
の
仕
方
で
あ
る
。
a
が
転
義
に
本
義
と
通
ず
る
一
定
の
必
然
性
を
認
め
る
の
に
対
し
、
A
は
慣
用
と
い
う
現
象
面

に
よ
っ
て
、
消
極
的
に
許
容
す
る
に
と
ど
ま
り
、
本
質
的
な
判
断
を
地
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
柔
軟
な
態
度
と
は
べ
っ
も
の
で
あ
る
。

　
C
が
c
に
基
づ
く
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
D
と
は
矛
盾
す
る
。
諸
家
の
論
で
、
こ
の
点
が
無
視
さ
れ
て
い
る
理

由
は
分
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
解
決
の
糸
口
は
D
に
も
出
拠
を
想
定
で
き
る
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
っ
ま
り
、
い
ず
れ
も
貞
室
の
説
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
伝
聞
形
式
に
包
み
込
む
こ
と
で
責
任
を
回
避
し
、
判
断
を
拠
棄
す
る
態
度
は
、
A
及
び
「
摩
侍
」
の
条
と
同
じ
で
あ

る
、
諸
説
を
示
す
客
観
的
な
態
度
な
ど
と
評
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
遇
も
こ
れ
に
準
ず
る
。
た
だ
し
、
『
壊
嚢
抄
』
と
の
関
係
は
明
ら

か
で
な
い
。
わ
ず
か
に
、
「
又
云
」
以
下
が
、

　
　
　
　
　
　
ソ
ヲ
　
ス
ル
ヲ
　
　
　
イ
ヤ
（
マ
マ
）
ス
ル
ヲ
ヲ
ト
　
寸
ツ
ワ
リ
ヲ
ハ
ト

　
b
〔
俗
人
著
法
衣
出
家
現
俗
形
事
〕
〈
前
略
V
孝
盤
二
賎
キ
カ
服
貴
服
謂
之
倦
上
倦
去
声
倦
々
為
不
忠

　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
1
7
段
、
塵
添
本
四
鴉
）



と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
引
用
漢
文
を
若
干
異
に
す
る
。
そ
れ
で
も
、
皿
が
A
に
続
く
様
に
、
b
は
a
の
直
前
に
隣
り
合
う
こ
と
か
ら
、

何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
た
可
能
性
は
存
す
る
。

　
以
上
、
A
～
D
を
な
が
め
る
と
、
A
C
は
ほ
ぼ
『
壊
嚢
抄
」
に
拠
り
、
D
は
C
へ
の
反
対
意
見
、
B
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
と
の
結

論
を
得
る
。
さ
ら
に
、
A
C
の
伝
聞
表
現
に
実
質
的
な
意
味
が
あ
れ
ば
、
遇
D
も
ま
た
何
ら
か
の
出
拠
を
有
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
っ
ま
り
、
こ
の
一
連
の
四
箇
条
に
著
者
貞
室
の
面
目
を
窺
う
と
す
れ
ば
、
『
か
た
こ
と
」
の
価
値
を
疑
わ
し
め
る
A
の
許
容
の
文
だ

け
に
す
ぎ
な
い
有
様
で
あ
る
。

　
次
に
、
『
か
た
こ
と
」
と
『
壊
嚢
抄
』
の
対
応
記
事
を
対
照
し
て
掲
げ
る
。
ニ
ュ
ァ
ン
ス
の
差
な
ど
は
い
ち
い
ち
指
摘
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
や
く

　
一
く
前
略
V
又
あ
が
く
と
い
ふ
は
。
馬
の
は
ね
い
た
く
る
よ
り
云
た
る
こ
と
葉
成
べ
き
歎
。
足
か
く
と
い
ふ
べ
き
。
し
文
字
を
略
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
て
ん
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
が
い

　
　
あ
が
く
と
申
成
べ
し
。
躁
の
字
を
。
あ
が
く
と
よ
め
り
。
南
良
に
侍
る
軽
硅
と
い
ふ
時
も
。
此
手
躁
の
文
字
の
心
に
て
手
躁
と
も
云

　
　
と
云
り
。
手
に
て
の
う
へ
に
も
い
ふ
べ
し
。
（
巻
二
2
ウ
）

　
ア
ガ
ク
ト
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
フ
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ア
カ
ク
ト
ノ

　
〔
腕
云
事
〕
△
手
足
ヲ
ア
ガ
ク
ト
云
ハ
一
向
片
言
歎
是
レ
庁
言
非
ス
。
字
ニ
ハ
。
躁
共
書
キ
。
腕
共
書
ク
。
文
選
ニ
ハ
馬
腕
鹸

　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
カ
キ
一
マ
マ
）
　
　
　
　
　
二

　
　
足
ヨ
メ
リ
。
又
聖
武
天
皇
東
大
寺
ヲ
建
立
シ
テ
〈
中
略
V
行
基
菩
薩
御
幸
遅
シ
ト
テ
、
門
二
立
テ
手
プ
醗
キ
テ
。
招
カ
セ
給
フ
也
、

　
　
　
一
　
　
　
　
テ
カ
イ
モ
ン

　
　
価
彼
門
ヲ
。
手
礫
門
ト
云
。
　
（
巻
三
1
5
段
、
塵
添
本
五
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
く
そ
う
わ
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
を
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
を
う
ぎ
た
　
　
お
き
な
う
た

　
一
く
前
略
V
ほ
く
そ
笑
ひ
と
い
ふ
こ
と
は
。
北
裏
笑
な
り
と
か
や
。
塞
翁
が
こ
と
よ
り
お
こ
れ
り
と
云
り
。
塞
翁
を
北
の
翁
と
寄
に
も

　
　
よ
め
り
（
巻
二
7
ウ
）

　
ホ
ク
ソ
ワ
ラ
ヒ
ノ

　
〔
北
裏
笑
事
〕
△
少
シ
ヱ
ム
ヲ
。
ホ
ク
ソ
ワ
ラ
イ
ト
云
ハ
何
事
ソ
。
北
裏
カ
笑
ヲ
。
ホ
ク
ソ
咲
ト
云
成
せ
ル
也
く
中
略
V
一
切
ノ
事
二

　
　
少
シ
ワ
ラ
フ
也
。
是
ヲ
俗
語
二
。
ホ
ク
ソ
ワ
ラ
イ
ト
云
ナ
ル
ヘ
シ
（
巻
三
3
5
段
、
塵
添
本
五
3
5
）

　
サ
イ
ヲ
フ

　
〔
塞
翁
馬
事
〕
〈
前
略
V
後
鳥
羽
院
モ
承
久
義
兵
不
叶
シ
テ
剰
サ
ヘ
隠
岐
国
二
配
流
せ
ラ
レ
給
シ
間
。
述
懐
御
製
二
云
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



田
籠
　
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

　
　
イ
ツ
ト
ナ
ク
北
ノ
翁
カ
如
ク
せ
ハ
。
此
理
リ
ヤ
思
ヒ
入
レ
ナ
ン
。
（
誉
二
2
6
段
、
塵
添
本
五
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
く
わ
い
ら
い
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
う
た
　
　
だ
い
　
　
　
く
は
い
ら
い

一
で
く
る
ぼ
う
と
い
ふ
べ
き
を
・
で
こ
の
ぼ
う
と
い
ふ
は
如
何
。
詩
に
億
樋
と
作
り
し
は
此
事
成
べ
し
。
歌
の
題
に
。
億
偶
と
い
ふ

　
　
ゆ
う
ぢ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
し
な

と
。
遊
女
と
い
ふ
と
は
。
其
晶
か
は
れ
る
に
や
。
さ
れ
ど
同
じ
や
う
に
よ
み
た
る
も
侍
る
歎
（
巻
二
9
オ
）

ン
ラ
ピ
ヤ
ウ
シ
ノ
　
　
　
　
シ
ラ
ヒ
ヤ
ウ
シ
テ
ク
．
・
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
シ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ノ

〔
白
拍
子
事
〕
△
白
拍
子
塊
鰯
ナ
ン
ト
云
ハ
。
其
晶
如
何
く
中
略
V
男
殺
生
ヲ
業
ト
シ
。
女
偏
二
遊
女
如
シ
ト
云
リ
。
サ
レ
ハ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
ニ
　
　
　
ノ
（
マ
マ
）

遊
女
僅
儲
相
似
タ
ル
故
ニ
ヤ
。
歌
遣
遊
女
ヲ
ハ
水
辺
定
メ
タ
リ
。
定
家
卿
ノ
。
此
二
首
題
ヲ
。
ヨ
ニ
ワ
ケ
ラ
ル
・
。
歌
ニ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
レ
ケ
イ
せ
イ

〈
寄
遊
女
恋
・
寄
俺
儲
恋
の
和
歌
略
す
V
如
此
遊
君
類
。
様
々
ナ
レ
共
。
皆
是
傾
城
也
。
（
巻
一
2
4
段
、
塵
添
本
二
4
3
、
塵
袋
五
湖
ぺ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
う
く
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
一
っ
麦

一
ぎ
や
つ
ぐ
し
き
と
は
・
業
々
敷
と
か
く
な
れ
ば
・
ぎ
や
う
さ
ん
と
は
業
山
と
や
書
侍
る
べ
姦
く
中
略
V
又
享
つ
く
し
き
と

　
さ
し
す
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
な
ら

は
差
過
た
る
こ
と
に
云
習
は
せ
り
（
巻
二
1
4
ウ
）

ζ
く
ζ
ト
　
　
　
芸
ス
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
レ
ル
ノ
キ

一
業
々
敷
云
事
一
△
差
過
タ
ル
事
ヲ
ギ
ョ
ウ
く
シ
ヰ
ト
云
一
。
何
レ
ノ
字
ヲ
可
用
ソ
。
業
々
ト
書
一
キ
歎
。
蓋
一
反
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

キ
ヨ
ウ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

業
々
ト
タ
カ
シ
ト
ヨ
メ
リ
。
李
善
注
二
高
ク
峻
貞
ト
云
ヘ
リ
其
心
叶
ヘ
ル
ニ
ヤ
（
巻
二
3
0
段
、
塵
添
本
四
路
）

も
の
　
す
ぺ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ぎ
　
　
　
い
っ
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
し
く
　
　
　
よ
ろ
ひ
　
　
　
と
り

一
物
を
都
而
い
ふ
や
う
の
時
に
。
一
支
具
と
い
ふ
べ
き
を
。
一
し
き
と
云
る
は
如
何
。
〈
中
略
V
一
支
具
と
は
鎧
な
ど
の
取
そ
ろ
へ
た

　
　
　
　
　
　
あ
る
ひ
　
い
つ
し
ゆ
く

る
を
申
な
り
。
或
は
一
縮
と
も
云
歎
（
巻
二
2
7
オ
）

イ
ヅ
シ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ク
　
キ
　
ハ
　
　
シ
ク
　
　
　
　
レ

ニ
支
具
事
〕
△
鎧
ナ
ト
ヲ
。
イ
ツ
シ
ュ
ク
ト
云
ハ
。
何
ノ
字
ソ
　
或
ハ
一
縮
ト
書
或
一
支
具
ト
書
ク
是
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
7
5
段
、
塵
添
杢
二
5
3
）

　
　
　
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
さ
る
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
じ

一
文
字
の
篇
に
。
小
ざ
と
大
ざ
と
な
ど
云
べ
き
を
。
小
猿
篇
ぞ
。
大
ざ
る
篇
ぞ
な
ど
い
ふ
は
誤
な
り
と
か
や
。
小
ざ
と
は
阜
の
字
の

り
や
く
　
　
　
　
　
こ
う
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
み
や
乙

略
。
大
ざ
と
は
邑
の
字
な
り
と
云
り
。
都
の
つ
く
り
な
ど
を
云
り
と
ぞ
（
巻
五
2
0
ウ
）

　
　
　
　
　
　
む
ら

ヲ
フ
サ
ト
コ
ナ
ト
ヘ
ン
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ザ
ル
ヘ
ン
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ
ツ
ク
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
テ
ナ
ガ
キ
ヤ
ウ

〔
邑
阜
篇
事
〕
△
阿
字
ナ
ト
ヲ
。
小
獲
篇
ト
云
。
都
字
等
作
ヲ
。
大
サ
ル
ト
云
如
何
秀
長
卿
ハ
。
サ
ル
ト
云
ハ
。
誤
也
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ウ
ノ

サ
ト
。
小
サ
ト
ト
云
ヘ
シ
ト
云
云
。
価
是
ヲ
見
レ
ハ
。
大
サ
ト
㌧
云
ハ
。
邑
字
。
サ
ト
共
ム
ラ
共
ヨ
ム
。
サ
ト
ニ
取
テ
ハ
◎
大
ナ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ノ

　
　
ル
サ
ト
也
。
〈
中
略
V
小
サ
ト
㌧
云
ハ
阜
字
也
サ
ト
㌧
ヨ
ミ
。
ミ
ヤ
コ
ト
ヨ
ム
。
（
巻
三
3
段
、
塵
添
本
五
3
）

　
こ
れ
以
外
に
も
、
「
檀
那
」
の
語
源
を
述
べ
る
条
（
巻
三
鴉
ウ
）
は
、
『
壌
嚢
抄
」
巻
八
2
5
段
（
塵
添
本
十
三
1
5
）
に
、
本
朝
に
九
種
の
柑

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
し
　
　
も
う
り

類
を
も
た
ら
し
た
「
筑
紫
の
毛
理
」
の
故
事
（
巻
四
1
5
オ
）
は
、
直
接
に
日
本
書
紀
か
ら
で
は
な
く
、
同
じ
く
巻
一
3
0
段
（
同
二
蜘
）
の

「
但
馬
毛
理
」
の
記
事
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
細
か
い
比
較
で
は
、
偶
然
の
一
致
を
排
除
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と

え
ば
「
は
ら
ぐ
ろ
な
る
事
を
も
き
た
な
き
な
ど
＼
い
ふ
」
　
（
巻
一
5
オ
）
な
ど
は
、
巻
一
1
0
段
（
塵
添
本
同
）
の
一
部
を
引
い
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
；
冒
し
て
お
き
た
い
。
貞
室
が
利
用
し
た
「
壌
嚢
抄
」
は
、
正
保
刊
本
の
そ
れ
で
は
な
く
、
『
塵
添
塔
嚢
抄
』
（
天
文
元
年
く
一
五

三
二
V
成
）
の
刊
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
塵
添
本
で
の
み
見
え
る
語
を
『
か
た
こ
と
」
が

載
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
如
在
（
巻
一
5
ウ
）
一
魏
々
堂
々
（
巻
二
鴉
ウ
）
」
が
そ
れ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
四
5
段
（
塵
袋
一
5
4
ぺ
）
一
巻
一

　
　
　
　
　
2

4
9
段
（
同
十
一
7
8
ぺ
）
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
元
和
本
下
学
集
に
も
載
せ
て
同
趣
旨
の
漢
文
註
を
も
ち
、
後
者
は
貞
徳
が
編
ん
だ
往

来
物
の
一
種
「
貞
徳
文
集
』
（
慶
安
三
年
刊
）
の
四
月
二
十
六
日
付
書
状
（
κ
5
6
）
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
確
証
に
は
な
り
難
い
か

も
し
れ
な
い
。
多
少
有
力
な
も
う
ひ
と
っ
は
、
前
掲
大
ざ
と
小
ざ
と
篇
の
条
（
巻
五
2
0
ウ
）
で
、
「
邑
」
字
に
「
こ
う
」
の
音
を
付
し
て
い

る
こ
と
で
、
誤
刻
の
類
で
な
い
と
す
れ
ば
、
塵
添
本
の
刊
本
（
複
製
本
に
よ
る
）
で
、
「
ユ
ウ
一
ヨ
ウ
一
コ
ウ
」
の
い
ず
れ
に
も
読
め
る
潰

れ
た
字
形
を
誤
認
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
（
『
壌
嚢
紗
』
正
保
刊
本
に
は
ル
ビ
が
な
い
。
）
そ
う
と
で
も
考
え
ね
ば
、
説
明
が
つ
か
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
塵
添
本
の
刊
行
は
、
複
製
本
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
「
正
保
三
年
以
後
、
『
寛
文
書
籍
目
録
」
の
出
版
以
前
、
す
な
わ
ち
、

一
六
五
〇
1
一
六
六
〇
の
間
」
と
い
う
。
正
保
三
年
く
ニ
ハ
四
六
V
が
な
ぜ
慶
安
三
年
く
ニ
ハ
五
〇
V
以
後
と
下
げ
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ

る
が
、
と
も
か
く
、
無
理
な
想
像
で
は
な
い
と
思
う
。

『
か
た
こ
と
』
考

一
七



　
　
田
寵
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
「
壌
嚢
抄
」
を
中
心
に
、
『
か
た
こ
と
」
の
記
事
の
拠
る
所
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。
両
者
の
対
応
が
、
特
に
巻
二
に
お
い
て
著
し

い
事
実
は
、
本
書
の
構
成
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
伝
聞
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
漠
然
と
看
過
さ
れ
、
一
種
の
修

辞
の
如
く
み
な
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
が
、
実
質
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
巻
五
雑
詞
部
の
諸
説
に

は
伝
聞
表
現
が
少
な
い
こ
と
も
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
原
拠
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
「
か
た
こ
と
』
側
の
批
判
的
受

容
で
は
な
い
こ
と
も
、
対
照
し
た
記
事
を
比
較
し
て
戴
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
膠
説
に
従
い
、
先
行
記
事
を
誤
っ
て
簡
略
化

し
、
そ
の
た
め
却
っ
て
文
意
を
混
乱
さ
せ
る
が
如
き
は
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
『
か
た
こ
と
』
の
価
値
に
っ
い
て
再
考
を
促
す
も
の
で

あ
る
、
総
合
的
な
考
察
が
困
難
な
所
以
で
あ
る
、

　
　
　
　
四

　
『
か
た
こ
と
」
の
出
拠
に
は
、
既
に
指
摘
し
た
文
献
の
ほ
か
、
本
書
も
そ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
巻
二
1
8
オ
）
『
名
目
抄
』
　
（
群
書
類
従
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
は
ん
に
ち
ぐ
は
ん
ざ
ん
こ
く
す
い
の

に
よ
る
）
が
考
え
ら
れ
る
。
巻
三
時
節
之
部
冒
頭
の
三
条
（
1
5
オ
）
に
望
ま
し
い
語
形
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
〕
兀
日
二
兀
三
一
曲
水

え
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
う
も
く

宴
」
は
、
『
名
目
抄
』
を
基
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
相
撲
」
は
「
す
ま
ひ
」
と
云
う
べ
き
だ
と
す
る
（
巻
三
6
オ
）
の
も
、
「
名
目
に
は
只

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誼
6
　
に
ん
わ
う
ぎ
や
う

す
ま
ひ
な
り
」
と
あ
る
通
り
、
こ
の
書
に
拠
る
。
「
仁
王
経
を
。
に
ん
な
う
ぎ
や
う
」
と
連
声
で
読
む
の
を
誉
め
る
部
分
（
巻
二
ー
ウ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ワ
ウ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
か
い
び
か
う

は
、
彼
の
書
の
「
仁
王
会
　
ニ
ム
ナ
ウ
ト
可
云
也
。
是
連
声
也
。
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
殊
に
、
「
草
軽
鼻
高
」
の
条
（
巻
四
6
オ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
サ
ウ
カ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
か

は
、
「
草
鞍
　
天
子
着
之
。
臣
下
不
用
之
。
但
法
中
用
之
。
」
の
註
文
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
、
「
草
軽
天
子
に
着
之
給
ひ
て
臣
下
は
不

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

も
ち
ゐ
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
　
　
あ
さ
い
く
つ

用
。
但
法
中
に
は
用
ゆ
と
か
や
。
」
と
し
、
「
そ
の
ほ
か
烏
皮
沓
。
浅
履
。
深
履
な
ど
＼
て
様
々
侍
る
よ
し
な
れ
と
不
知
」
と
云
う
の
も
、

レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
カ
ハ
ノ
ク
ヅ
ア
廿
ク
ヅ
　
フ
カ
ク
ツ

や
は
り
、
「
草
軽
」
に
続
く
「
烏
皮
沓
一
浅
履
一
深
履
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
（
「
草
鞍
鼻
高
」
は
、
「
塵
添
壌
嚢
紗
』
巻
十
一
2
6
段
く
塵
袋
七

25
0
ぺ
V
に
も
見
え
る
。
）



　
同
時
代
の
も
の
で
は
、
『
貞
徳
文
集
』
（
既
出
）
に
、

　
メ
ウ
リ
ヨ
ニ
ァ
ヒ
カ
ナ
ヒ
　
　
　
　
ヒ
カ
ナ
ヒ
ミ
ヤ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ク
サ
イ
　
　
　
　
ミ
ヤ
ウ
カ
　
　
　
　
モ
ヅ
タ
イ

　
　
冥
慮
相
叶
侯
相
叶
冥
嘉
糺
麓
次
不
断
常
住
・
労
療
無
冥
加
無
勿
躰
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
一
　
二
　
一
　
　
　
　
　
　
二
　
一
二
　
一
　
．
　
　
　
　
　
　
ぎ
し

な
ど
、
本
書
と
共
通
す
る
語
彙
一
表
現
が
存
す
る
が
、
な
に
ぷ
ん
同
年
の
刊
行
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
◎
「
薦
次

　
た
ぎ

を
糺
す
な
ど
と
い
ふ
こ
と
葉
は
あ
り
と
か
や
」
（
巻
二
蝸
ウ
）
は
、
『
庭
訓
往
来
』
十
月
往
状
の
「
糺
薦
次
」
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

（
な
お
、
同
書
に
は
「
等
閑
一
酔
酌
一
如
在
㊧
鼻
高
」
な
ど
を
存
し
、
「
草
軽
以
木
作
。
綿
以
張
」
の
古
註
が
あ
っ
た
り
す
る
。
）
就
中
、
最
も
注
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ベ
き
は
、
特
異
な
仮
名
遣
研
究
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
著
者
⑧
成
立
事
情
未
詳
の
『
一
歩
』
（
延
宝
四
年
く
一
六
七
六
V
刊
）
と
の
関
係

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
い
ち
ぎ
　
　
こ
と
う
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
こ
が
つ
て
ん
　
　
　
　
　
か
た
じ
げ
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ん

　
一
む
か
し
の
せ
う
そ
こ
に
は
・
彼
一
義
を
御
同
心
に
お
ゐ
て
は
。
本
望
な
り
。
又
は
そ
の
こ
と
御
合
点
侯
は
＼
　
添
　
候
な
と
い
ふ
文

　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
し
げ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
さ
い

　
　
章
お
ほ
し
。
今
な
ら
ば
。
本
望
た
る
べ
く
侯
　
添
　
か
る
ぺ
し
な
ど
㌧
書
べ
き
こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も
む
か
し
の
も
よ
く
侍
る
子
細

　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ん
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
ち
が

　
　
あ
り
。
是
は
せ
う
そ
こ
の
文
章
の
上
の
こ
と
。
不
断
物
い
ふ
上
に
も
。
て
に
を
ば
違
ひ
の
侍
る
こ
と
な
り
。
よ
く
く
心
得
べ
し
一

　
　
言
に
て
百
年
の
身
を
あ
や
ま
っ
こ
と
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
（
巻
三
1
2
オ
）

こ
れ
は
次
の
『
一
歩
」
の
記
事
と
同
意
で
あ
る
。

　
一
昔
の
せ
う
そ
こ
に
於
御
同
心
者
本
望
也

　
へ
於
は
と
云
は
未
来
也
又
落
着
せ
さ
る
詞
也
也
は
治
定
に
て
現
在
の
異
り
な
る
故
て
に
を
は
違
ひ
侍
る
御
同
心
に
を
い
て
は
本
望
た
る

　
　
へ
し
本
望
た
る
へ
く
侯
な
と
㌧
書
て
よ
し
（
下
略
）

　
一
同
御
出
侯
は
㌧
悉
侯

　
へ
侯
は
㌧
と
い
ふ
も
未
来
也
落
着
せ
さ
る
て
に
を
は
也
（
中
略
）
か
た
し
け
な
か
る
へ
し
か
た
し
け
な
か
る
へ
く
侯
な
と
＼
よ
し
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
1
8
ウ
～
、
国
語
学
大
系
本
8
7
～
8
8
ぺ
ー
ジ
）

　
　
『
か
た
こ
と
』
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
田
籠
　
。
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
二
〇

こ
の
一
例
を
以
て
の
推
測
は
差
控
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
『
一
歩
」
下
巻
の
前
書
が
連
歌
俳
讃
の
仮
名
遣
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
な
ど
勘
案

す
れ
ば
、
そ
の
著
者
は
、
『
か
た
こ
と
』
を
利
用
し
た
か
、
あ
る
い
は
貞
室
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
人
物
と
想
像
さ
れ
る
。
（
こ
の
場

合
、
『
一
歩
』
総
序
の
解
釈
が
問
題
と
な
ろ
う
。
）

　
出
拠
の
究
明
の
ほ
か
に
も
、
残
る
問
題
は
多
い
。
各
条
の
記
事
の
掲
げ
方
の
理
解
も
そ
の
ひ
と
っ
で
あ
る
。
「
A
を
皿
と
云
う
の
は
良

し
（
悪
し
）
」
と
い
う
設
問
形
式
は
、
序
文
に
云
う
カ
タ
コ
ト
矯
正
の
目
的
に
適
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
一
ま
た
、
単
に
「
A
を
B
」
と

示
す
場
合
、
B
が
非
（
即
ち
カ
タ
コ
ト
）
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
前
提
で
あ
ろ
う
か
、
等
々
。

　
畢
寛
す
る
に
、
『
か
た
こ
と
』
の
国
語
史
資
料
と
し
て
の
性
格
は
、
基
礎
的
な
調
査
を
基
に
し
て
再
考
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
貞
室
自
身

の
他
の
著
作
さ
え
考
慮
せ
ず
、
明
白
な
伝
聞
表
現
の
頻
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
見
過
し
た
ま
ま
彼
の
規
範
意
識
等
を
論
じ
て
み
て

も
無
意
味
で
あ
る
。
（
巻
五
は
別
と
し
て
、
伝
聞
記
事
を
除
け
ば
残
る
所
の
言
語
説
は
わ
ず
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
）
作
法
書
一
仮
名
遣
書
や
故
実
名
目

ま
で
も
援
用
し
、
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
受
け
容
れ
る
本
書
に
、
ま
と
ま
っ
た
意
識
や
方
法
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
可
能
で
あ
る
の
か
、
と

い
っ
た
疑
問
ま
で
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
新
村
出
氏
は
、
本
書
出
現
の
背
景
を
描
い
て
、

　
　
慶
長
前
後
に
至
っ
て
、
戦
国
時
代
の
言
語
混
交
錯
乱
及
び
外
国
語
輸
入
の
結
果
と
し
て
、
国
語
の
規
範
意
識
が
京
都
の
公
家
や
一
部

　
　
の
知
識
階
級
の
間
に
湧
き
起
り
、
そ
れ
が
貞
徳
を
中
心
と
し
て
強
烈
に
進
み
来
っ
て
、
遂
に
貞
室
が
本
書
の
著
作
と
な
っ
た
の
で
あ

　
　
る
。
（
既
出
「
解
題
」
9
ぺ
ー
ジ
）

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
、
本
書
の
実
態
に
即
し
た
佐
藤
鶴
吉
氏
の
言
、

　
　
こ
の
「
規
範
意
識
」
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
自
分
は
更
に
、
当
時
の
国
語
教
材
と
さ
れ
て
ゐ
た
往
来
物
や
何
々
尽
の
こ
と
を
連
想

　
　
せ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。
又
、
室
町
頃
か
ら
行
は
れ
出
し
た
節
用
集
の
類
や
、
既
に
寛
永
頃
か
ら
刊
本
に
な
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
「
大
和



　
　
詞
』
の
類
を
も
考
へ
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
（
「
片
言
直
し
」
方
言
四
ノ
7
）

こ
の
穏
当
な
見
解
を
敷
術
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

小
稿
は
、
い
ず
れ
の
問
題
に
っ
い
て
も
不
充
分
な
問
題
提
起
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
補
説
は
後
日
を
期
し
た
い
。

註
1

註
2

註
3註註

54
註
6

次
の
記
述
が
事
実
で
あ
れ
ば
更
に
確
実
と
な
る
。
「
ま
た
『
蝿
打
』
は
貞
如
の
名
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
貞
室
で
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
事
情
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
か
げ
に
貞
室
が
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
」
（
「
俳
旬
講
座
」
第
2
巻
7
3
ぺ
ー
ジ
）

大
田
栄
太
郎
氏
に
「
嘉
多
言
の
著
作
及
出
版
動
機
と
そ
の
内
容
価
値
に
関
す
る
一
考
察
」
（
近
畿
方
言
双
書
第
五
）
と
の
論
文
あ
る
由
。
但
、
筆

者
未
見
。

本
書
を
俳
譜
と
密
接
な
関
係
で
説
く
も
の
に
、
「
俳
譜
大
辞
典
』
が
あ
る
。
即
ち
、
本
書
を
「
俳
譜
作
法
書
」
と
規
定
し
て
以
下
の
如
く
述
べ
て

い
る
。
「
俳
譜
用
語
の
正
し
い
使
用
を
教
え
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
誤
り
や
す
い
言
葉
・
敬
語
⑧
詑
言
の
正
し
い
用
法
を
説
明
し
た
も
の
。

〈
中
略
V
貞
門
俳
譜
に
お
い
て
特
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
俳
譜
用
語
、
っ
ま
り
俳
言
に
対
す
る
関
心
が
う
み
出
し
た
も
の
で
、
本
書
の
如
き
著
作

の
存
在
が
、
貞
門
俳
講
に
お
け
る
佳
言
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
貞
門
の
教
育
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
様
な
俳
譜

研
究
の
側
か
ら
の
墾
言
は
、
本
書
の
性
格
を
論
ず
る
上
で
、
従
来
よ
り
一
層
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

小
高
敏
郎
『
松
永
貞
徳
の
研
究
』
醐
ぺ
ー
ジ
参
照
。

貞
門
の
斎
藤
徳
元
の
句
、
「
て
ん
ぷ
く
の
春
や
い
た
ち
の
物
が
た
り
」
の
詞
書
に
、
「
あ
る
人
天
福
の
本
と
て
伊
勢
物
語
を
も
て
来
て
ひ
ろ
め
か
し

侍
り
け
る
時
に
」
と
あ
る
。
「
俳
句
講
座
』
第
2
巻
7
9
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ぎ
ほ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
一
つ
も
く

『
但
譜
之
註
』
で
、
「
ま
け
し
す
ま
ひ
に
か
て
る
勢
」
の
註
に
「
相
撲
を
名
目
に
は
『
す
ま
ひ
』
と
云
歎
」
（
同
書
搬
ぺ
i
ジ
）
と
あ
る
。

『
か
た
こ
と
』
考

二
一


