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｢
気
爾
余
波
受
吉
奴
｣
有
疑

f

　

本

　

　

文

.
不
尽
能
禰
乃
　
伊
夜
等
保
奈
我
伎
　
夜
麻
治
平
軍
　
伊
母
我
理
登
倍
婆

親
水
絵
姿
受
吉
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
(
万
葉
集
巻
十
四
･
三
三
五
六
)

結
句
｢
気
ホ
余
婆
受
｣
の
｢
婆
｣
は
『
類
宋
音
集
』
　
『
神
田
本
』
そ
の
他
に

｢
波
｣
と
あ
る
か
ら
'
｢
気
ホ
余
波
受
｣
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡

｢
げ
に
よ
は
ず
｣
と
｢
け
に
よ
は
ず
｣
と
'
い
ず
れ
が
妥
当
な
訓
み
で
あ
る
か

′
は
'
伝
本
の
上
か
ら
だ
け
で
は
定
め
が
た
い
｡

万
葉
仮
名
の
｢
婆
｣
が
濁
音
'
｢
披
｣
が
清
音
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
事
は
疑
-
余
地
が
な
い
｡
こ
の
事
は
巻
十
四
に
お
い
て
も
明
確
に
使
い
分
け

ら
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢
気
茄
余
婆
受
｣
が
原
初
の
形
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
｢
気
茄
余
波
受
｣
と
あ
る
写
本
は
誤
写
で
あ
る
事
に
な
る
が
'

あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
の
ど
ち
ら
を
正
し
い
と
認
め

け

よ

る
か
に
よ
っ
て
'
解
釈
が
全
く
違
っ
て
来
る
｡
現
在
時
点
で
も
'
｢
日
に
及
ば

け

に

よ

ず
来
ぬ
｣
と
す
る
説
と
｢
気
坤
は
ず
来
ぬ
｣
と
す
る
説
と
､
お
お
よ
そ
二
つ
に

分
か
れ
て
い
る
｡

原

　

　

田

　

　

芳

　

　

起

本
文
を
考
え
る
上
で
甚
だ
困
惑
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
'
巻
十
四
の
諸
本
の
用

字
面
の
異
同
を
検
討
し
て
み
て
へ
　
こ
の
｢
婆
｣
と
｢
波
｣
と
を
混
同
し
て
書
写

し
た
傾
向
が
か
な
り
著
し
い
と
い
-
点
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
'
三
三
五
五
の
『
寛
永
板
本
』
､

安
麻
乃
波
良
　
不
日
能
之
婆
夜
麻
　
己
能
久
礼
能
　
等
伎
由
都
利
奈
波

安
披
受
可
母
安
良
牟

の
'
第
四
旬
の
｢
波
｣
は
活
用
す
る
語
の
未
然
形
に
接
続
す
る
助
詞
で
あ
る
か

ら
｢
ば
｣
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
か
り
に
も
清
音
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
｡
『
校
本
万
葉
集
』
　
に
よ
る
と
'
『
温
故
堂
本
』
　
に
は
･
r
婆
｣
　
と
あ
る
か

ら
'
こ
れ
に
従
っ
て
訂
正
す
る
事
が
出
来
る
が
へ
　
『
温
故
堂
本
』
が
い
つ
も
正

し
い
と
限
ら
ず
'
逆
に
坂
本
が
正
し
-
｢
婆
｣
と
あ
る
所
を

の
諸
本
誤
っ
て
｢
波
｣
と
す
る
三
三
五
二
の
例
も
あ
る
｡

｢
類
西
温
矢
京
｣

奈
久
許
恵
伎
気
姿

類
西
温
矢
京
｢
披
｣

ま
た
'
三
三
九
四
の
よ
-
に
'
坂
本
が
誤
っ
て
｢
波
｣
と
し
た
の
を
他
の
多

く
の
本
に
よ
っ
て
｢
婆
｣
に
訂
正
出
来
る
と
い
-
例
も
あ
る
｡

和
須
良
延
波
音
曽
　
元
類
西
神
矢
京
｢
婆
｣
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中
に
は
『
校
本
万
葉
集
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
本
が
｢
婆
｣
で
あ

り
た
い
所
に
｢
披
｣
と
し
て
い
る
例
も
あ
る
｡

二
　
訓
話
諸
説
(
近
世
)

古
非
思
家
政

伊
可
茄
思
氏

伊
禰
都
気
軌

比
流
等
家
軌

曽
氏
毛
布
良
牟
乎
(
三
三
七
六
)

古
非
矧
可
伊
毛
布
(
同
'
戎
本
)

可
加
流
安
可
手
乎
(
三
四
五
九
)

等
家
奈
敵
比
毛
乃
(
三
四
八
三
)

許
乃
母
等
夜
麻
乃
　
麻
之
波
布
毛
(
三
四
八
八
)

こ
れ
ら
は
校
異
の
記
載
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
巻
十
四
で
は
原
本

か
ら
清
音
仮
名
の
｢
波
｣
を
濁
音
の
｢
婆
｣
に
通
用
す
る
傾
向
が
多
少
と
も
存

在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
-
疑
い
も
､
む
げ
に
否
定
し
が
た
い
が
'
他
本

で
修
正
出
来
る
例
も
さ
ら
に
多
い
点
か
ら
考
え
る
と
､
清
濁
を
区
別
し
な
く
な

っ
た
平
安
期
の
書
写
か
ち
｢
披
｣
　
｢
婆
｣
の
混
同
が
い
ろ
い
ろ
の
写
本
に
生

じ
､
そ
れ
が
仙
覚
以
後
の
校
本
に
跡
を
と
ど
め
た
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
'

よ
り
安
全
で
あ
ろ
-
｡

坂
本
で
は
｢
婆
｣
か
ら
｢
波
｣
へ
の
移
動
と
思
わ
れ
る
例
が
殆
ん
ど
で
あ
る

が
'
他
の
写
本
で
は
こ
の
逆
の
移
り
が
お
と
ら
ず
多
い
の
で
'
混
同
と
し
て
捉

え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

右
の
よ
-
な
伝
写
の
実
態
か
ら
考
え
て
'
当
面
の
｢
気
ホ
余
婆
受
｣
　
｢
気
茄

余
波
受
｣
の
両
者
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
'
写
本
の
比
較
だ
け
で
は
判
断
し

が
た
い
よ
-
で
あ
る
｡

ナ

よ

ナ

む
し
ろ
訓
話
の
方
面
か
ら
､
｢
針
に
及
ば
ず
｣
と
｢
気
呼
は
ず
｣
と
を
比
較

し
て
'
妥
当
性
の
有
無
を
吟
味
す
る
事
を
'
本
文
を
決
定
す
る
判
断
の
前
提
と

す
べ
き
で
あ
る
｡

契
沖
の
説
は
『
代
匠
説
』
に
見
え
る
｡
初
稿
本
と
精
撰
本
で
は
小
異
が
見
ら

れ
る
｡

コ
ノ
ヲ
カ
ハ

〔
初
稿
本
〕
げ
に
よ
は
ず
き
ぬ
は
､
げ
は
霧
な
る
ぺ
し
｡
第
七
に
此
小
川

キ
リ
ソ
ム
ス
ヘ
ル

白
気
結
と
よ
め
る
や
-
を
思
ふ
べ
し
｡
よ
は
ず
は
ま
よ
は
ず
な
り
｡
遠
-

長
き
山
路
な
れ
ど
も
'
妹
が
り
と
い
へ
ば
霧
に
も
ま
よ
は
ず
し
て
き
ぬ
る

と
な
り
.
次
下
の
歌
'
霞
居
る
と
い
ひ
た
れ
は
'
此
気
と
い
へ
る
も
霞
に

や
｡
雲
霞
霧
煙
み
な
気
な
れ
ば
'
い
づ
れ
に
も
わ
た
る
べ
し
.
又
げ
は
異

に
て
'
よ
ば
ず
ほ
不
レ
及
に
や
.
異
は
異
義
異
見
な
ど
い
ふ
異
に
て
'
遠

く
長
き
山
路
な
れ
ば
'
大
か
た
の
事
に
ほ
い
か
ゞ
と
た
め
ら
ひ
て
異
義
に

も
を
よ
ぶ
き
を
'
妹
が
許
へ
と
お
も
ひ
た
ち
て
-
れ
ぽ
こ
と
な
る
思
案
を

め
ぐ
ら
す
に
を
よ
は
ず
し
て
き
ぬ
る
と
な
り
｡
(
下
略
)

さ
ま
ざ
ま
に
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
が
'
｢
よ
は
ず
｣
は
｢
迷
は
ず
｣
だ

と
い
う
の
は
乱
暴
な
考
え
か
た
で
'
中
世
の
略
語
論
か
ら
脱
し
て
い
な
い
｡
精

+
ノ

撰
本
で
は
こ
の
考
え
は
捨
て
て
い
る
｡
別
案
と
し
て
提
出
し
た
説
も
'
｢
鼎
に

よ

及
ば
ず
｣
と
し
て
｢
異
な
る
思
案
を
め
ぐ
ら
す
に
及
ば
ず
｣
の
意
だ
と
説
-
の

は
'
あ
ま
り
に
-
が
ち
す
ぎ
て
説
得
性
が
な
い
.
特
に
｢
け
｣
に
｢
異
な
る
思

案
｣
と
意
味
を
与
え
よ
-
と
す
る
の
ほ
､
言
語
的
貯
条
理
を
無
視
し
て
い
る
｡

こ
の
考
え
も
精
撰
本
の
方
で
は
彼
み
ず
か
ら
捨
て
て
い
る
｡

〔
精
撰
本
〕
落
旬
ノ
気
ハ
異
卜
食
ト
ノ
両
義
有
ベ
シ
｡
余
婆
受
吉
奴
は
不
レ

-
及
来
ヌ
ナ
-
o
気
ハ
異
ナ
ラ
バ
'
カ
ハ
レ
ル
思
案
二
及
ブ
マ
デ
モ
ナ
ク
テ
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ツ
ク

来
ヌ
ト
ナ
リ
｡
食
ノ
義
ナ
ラ
バ
'
葬
蒼
ヲ
行
モ
ノ
ハ
兼
テ
糧
ヲ
香
習
ヒ
ナ

ル
ヲ
'
.
ソ
レ
マ
デ
モ
ナ
ク
テ
来
ス
ト
ナ
-
｡
又
第
七
二
白
気
ヲ
キ
リ
ト
ヨ

-
タ
レ
バ
'
余
婆
受
ハ
不
レ
迷
ニ
テ
'
霧
ノ
深
キ
ニ
モ
迷
ハ
ズ
シ
テ
来
ヌ

ト
ヨ
メ
ル
欺
ト
モ
云
ベ
ケ
レ
ト
'
妹
許
卜
思
ヒ
立
ツ
ト
モ
'
霧
ニ
ハ
迷
フ

マ
ジ
キ
ニ
ア
ラ
ネ
バ
'
サ
キ
ノ
ニ
ッ
ノ
中
二
テ
'
猶
'
食
ニ
モ
及
バ
ズ
ト

云
ナ
ル
ベ
シ
｡

ナ

よ

契
沖
の
説
の
落
着
す
る
所
は
｢
食
に
も
及
ば
ず
｣
と
い
う
の
で
あ
る
が
,
｢

+
ノ食

を
準
備
す
る
ま
で
も
な
く
｣
を
そ
の
句
か
ら
引
き
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
,

あ
ま
り
に
も
言
語
の
意
味
を
も
て
あ
そ
び
す
ぎ
て
い
る
.
私
に
は
納
得
し
か
ね

る
が
'
こ
の
契
沖
説
は
'
す
こ
し
-
修
正
を
加
え
た
形
で
宣
長
に
継
承
さ
れ
て

い
る
点
'
注
釈
史
的
意
義
を
認
め
る
事
が
出
来
る
｡

宣
長
の
説
は
'
千
蔭
の
『
略
解
』
に
引
い
た
所
に
ょ
っ
て
知
ら
れ
る
｡
た
だ

し
'
千
蔭
は
'
自
説
と
し
て
ほ
｢
気
不
二
呼
吟
一
｣
を
取
っ
て
い
て
'
異
説
と
し

て
宣
長
の
見
解
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
　
　
　
　
/

宣
長
云
､
け
は
け
長
き
の
け
に
て
'
来
経
也
o
さ
れ
ぽ
こ
は
時
刻
を
移
さ

ず
い
そ
ぎ
て
来
ぬ
と
云
也
｡
よ
は
ず
は
不
レ
及
也
と
い
へ
り
｡
猶
考
ペ
し
｡

千
蔭
の
自
説
は
､
ー
真
例
の
『
万
葉
考
』
の
考
え
を
継
承
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
｡
真
例
説
は
簡
略
で
あ
る
が
'
契
沖
･
宣
長
と
伝
流
し
た
｢
け
に
及
ば
ず
｣

説
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
注
意
を
要
す
る
｡

ケ

イ

キ

ズ

ニ

ヨ

ハ

〔
万
葉
考
〕
気
は
息
也
｡
茄
余
婆
受
は
不
二
坤
吟
]
也
｡
山
路
に
つ
か
れ
て

は
息
つ
き
-
め
-
物
な
る
を
'
妹
が
も
と
へ
行
と
恩
へ
は
や
す
-
来
り
つ

と
い
へ
り
｡

『
略
解
』
の
説
く
所
は
'
文
辞
も
ま
っ
た
く
『
万
葉
考
』
の
ま
ま
で
あ
る
か

ら
､
そ
れ
を
抄
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
評
す
べ
き
で
あ
る
｡

〔
略
解
〕
気
は
息
也
｡
茄
余
婆
受
ほ
不
二
呼
吟
.
也
.
山
路
に
つ
か
れ
て
は

息
づ
き
-
め
く
物
な
る
を
'
妹
が
許
へ
行
と
恩
へ
は
'
安
-
来
り
つ
と
い

ふ
也
｡

雅
塗
の
『
音
義
』
も
'
『
考
』
の
説
を
祖
述
し
て
い
る
｡

ケ

･

ナ

ズ

ニ

ヨ

バ

〔
音
義
〕
岡
部
氏
云
'
気
は
&
,
3
'
ホ
余
婆
受
ほ
不
二
呼
吟
l
な
り
｡
妹
が
許

へ
行
と
恩
ふ
心
よ
り
'
山
路
も
お
ぼ
え
ず
し
て
来
ぬ
と
い
ふ
な
り
｡

サ

マ

ヨ

ヒ

カ

ラ

ク

○
歌
ノ
意
は
'
常
は
息
づ
き
坤
吟
て
'
難
難
し
て
越
来
な
る
に
､
妹
許
へ

と
い
へ
ば
心
室
ラ
に
て
'
弥
遠
長
き
山
路
を
も
息
づ
き
呼
吟
ハ
す
し
て
題
来

ぬ
る
よ
と
な
り
｡

近
世
の
対
立
し
た
二
つ
の
解
釈
の
流
れ
は
'
は
ば
そ
の
ま
ま
現
代
に
及
ん
で
一

い
る
｡
多
少
の
複
雑
な
要
素
を
加
え
て
い
る
が
'
宣
長
説
を
承
け
た
も
の
か
'
　
3

さ
,
b
な
け
れ
ば
真
測
･
唯
港
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
て
,
こ
の
二
つ
を
出
な
　
l

ヽ

　

0

､∨

三
　
訓
話
諸
説
(
近
代
)

数
の
上
か
ら
見
る
と
'
｢
よ
は
ず
｣
を
｢
及
ば
ず
｣
の
略
と
見
る
説
の
方
が

は
る
か
に
多
い
.
言
語
的
検
討
を
加
え
て
､
多
少
と
も
前
進
し
た
点
の
注
意
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
'
抄
記
し
て
み
る
｡

松
岡
静
雄
氏
の
｢
帽
謂
揖
東
歌
と
防
人
歌
(
昭
和
三
年
･
大
岡
山
書
店
)
の
説
'

ケ
ニ
ヨ
バ
ズ
は
｢
日
に
及
ぼ
す
｣
の
約
㌧
　
カ
(
日
)
を
ケ
と
転
ず
る
の
は
'
｢
月
に

日
に
｣
を
｢
月
に
ケ
に
｣
'
｢
朝
に
日
に
｣
を
｢
朝
に
ケ
に
｣
と
い
ふ
が
如
-
例
の
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多
い
こ
と
で
あ
る
｡

〔
考
〕
霊
異
記
中
巻
二
十
二
条
に
｢
坤
｣
の
字
に
ニ
ヨ
ブ
と
い
ふ
訓
の
与

ケ
ニ
ヨ

へ
て
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
｢
気
呼
ば
ず
｣
の
意
と
す
る
も
の
が
あ
る

が
'
ニ
ヨ
ブ
の
語
義
は
｢
人
の
助
を
呼
ぶ
｣
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
｢
気
｣

又
は
｢
異
｣
と
直
接
連
結
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
み
な
ら
ず
'
妹
が
り
で

な
い
場
合
に
は
常
に
時
行
す
る
と
説
明
す
る
A
J
と
も
困
難
で
あ
る
｡

ケ

ヵ

｢
日
｣
が
｢
日
｣
の
転
で
あ
る
と
い
-
考
え
は
'
近
世
の
諸
説
よ
り
す
ぐ
れ

て
い
る
.
｡
た
だ
し
'
三
三
五
六
の
結
句
の
解
釈
に
適
す
る
か
否
か
に
は
'
ま
だ

吟
味
を
尽
-
し
て
み
る
必
要
を
感
ず
る
｡
〔
考
〕
の
｢
坤
ニ
T
h
プ
｣
　
(
清
濁
に
問

題
が
あ
る
)
の
語
義
に
つ
い
て
｢
人
の
助
を
呼
ぶ
｣
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る

の
ほ
'
松
岡
氏
の
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
-
が
'
従
い
が
た
い
説
で
あ
る

し
､
歌
意
に
関
し
て
｢
妹
が
り
で
な
い
場
合
に
は
常
に
時
行
す
る
と
説
明
す
る

こ
と
も
困
難
で
あ
る
｣
.
と
い
-
論
理
も
は
っ
き
り
し
な
い
.
｢
気
坤
は
す
｣
を

否
定
す
る
根
拠
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
｡

鴻
巣
盛
広
氏
の
　
『
万
葉
集
全
釈
』
(
昭
和
八
年
･
大
倉
広
文
堂
)
'
契
沖
説
を
批
判

し
て
T

ケ

ケ

ケ

ケ
を
異
と
す
′
る
こ
と
は
仮
名
遣
奥
の
山
路
に
従
ふ
と
す
れ
ば
'
気
と
異
と

ケ

ケ

は
別
類
の
音
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
は
同
一
視
し
な
い
方
が
よ
い
｡
食
と
日

ケ

と
は
気
と
同
類
で
あ
る
が
'
食
に
及
ば
ず
と
見
る
の
は
頗
る
穏
や
か
で
な

ケ

い
o
す
る
と
'
日
に
及
ぼ
す
し
て
来
た
｡
即
ち
1
日
か
か
ら
ず
し
て
到
着

し
た
意
と
見
る
の
が
'
最
も
穏
当
で
あ
ら
-
0

ケ

ケ

と
説
い
て
い
る
｡
｢
気
｣
は
ケ
の
乙
類
'
｢
異
に
｣
は
甲
類
の
｢
家
｣
を
用
い

ケ

ケ

た
例
も
あ
る
か
ら
'
ま
こ
と
に
右
の
批
判
の
如
-
で
あ
る
｡
｢
食
｣
と
｢
気
｣

ケ

ほ
仮
名
と
し
て
通
用
し
た
例
が
あ
る
か
ら
同
じ
く
乙
類
で
あ
る
｡
｢
日
｣
を
乙

類
と
定
め
る
根
拠
は
｢
朝
茄
日
ホ
色
付
山
乃
｣
(
六
六
八
)
を
｢
朝
水
食
ホ
恒
見

梓
毛
｣
　
(
三
七
七
)
と
比
較
し
て
｢
ア
サ
ニ
ケ
ニ
｣
と
訓
ず
る
の
が
妥
当
と
考ひ

え
ら
れ
る
こ
と
'
｢
長
気
乎
如
此
耳
待
者
｣
(
四
八
四
)
な
ど
の
｢
気
｣
が
｢
日

か
ず数

｣
と
置
き
換
え
ら
れ
る
意
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
､
日
数
を
数
え
る
｢
カ
｣
と

通
ず
る
｢
ケ
｣
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
-
｡
そ
れ
は
よ
ろ
し

い
と
し
て
'
｢
け
に
及
ば
ず
｣
と
い
-
表
現
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
､
は
た
し

て
｢
1
日
か
か
ら
ず
｣
の
意
味
を
表
わ
す
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
-
か
'
そ
の
へ

ん
に
問
題
が
残
る
の
で
ほ
な
い
か
｡

武
田
聖
口
博
士
の
『
酎
万
葉
集
全
註
釈
』
(
昭
和
三
二
年
･
角
川
書
店
)
に
は
'

諸
説
が
あ
る
が
'
本
居
宣
長
の
日
二
及
バ
ズ
来
ヌ
ど
す
る
解
が
よ
い
｡
ケ
一

ほ
時
日
｡
日
を
重
ね
る
に
及
ば
な
い
で
来
た
｡

と
'
簡
単
に
処
理
さ
れ
て
い
る
.

『
日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
』
の
頭
注
も
'

日
に
及
ば
ず
-
日
数
が
た
た
な
い
｡
原
文
へ
気
ホ
余
姿
受
｡
坤
吟
(
ケ
ニ

ヨ
)
バ
ズ
(
息
も
き
ら
ず
の
意
)
と
す
る
説
も
あ
る
｡

と
し
て
'
上
述
諸
説
と
大
同
の
解
釈
を
取
っ
て
い
る
｡

他
方
'
｢
け
坤
は
ず
｣
を
採
る
説
で
は
'
井
上
通
泰
博
士
の
｢
万
葉
集
新

考
｣
(
昭
和
三
年
･
国
民
図
書
)
が
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

ニ
ヨ
フ
ほ
虞
淵
の
い
へ
る
如
く
坤
く
事
な
り
｡
塞
異
記
中
巻
第
廿
二
に
坤

雪
と
あ
り
o
今
も
静
岡
隣
な
ど
に
て
ほ
坤
-
こ
と
を
ニ
オ
ー
と
い
ふ
｡
.
ケ

ほ
添
解
か
と
も
恩
へ
ピ
ケ
オ
サ
ル
'
ケ
ヂ
カ
シ
な
ど
の
ケ
ほ
多
少
の
意
味

ケ

ユ

ヨ

を
含
み
て
純
粋
の
添
節
に
あ
ら
ね
ば
例
と
ほ
し
が
た
し
｡
或
は
異
二
坤
フ
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5

一
の
1
つ
の
二
を
略
し
て
ケ
ニ
ヨ
フ
と
い
ひ
習
ひ
し
に
あ
ら
ざ
る
か
｡
又
案

ず
る
に
ニ
ヨ
フ
ほ
と
ゝ
に
気
爾
絵
姿
受
と
書
き
た
れ
ど
今
ニ
オ
ー
と
い
ふ

を
恩
へ
は
ニ
ヨ
フ
と
清
み
て
唱
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
か
｡
も
し
然
ら
ば
婆

と
書
け
る
ほ
波
の
誤
字
と
も
す
べ
く
(
波
と
書
け
る
本
も
あ
り
)
日
本
紀

の
如
-
清
音
と
し
て
倍
れ
り
と
も
認
む
べ
し
｡
日
本
紀
に
は
ナ
ニ
オ
婆
ム

ト
'
婆
リ
ガ
エ
ダ
'
-
ガ
ホ
シ
モ
ノ
婆
な
ど
清
む
べ
き
虞
に
も
婆
を
借
り

た
り
?
否
本
集
中
に
も
婆
を
清
音
に
借
れ
る
例
あ
る
如
し

土
屋
文
明
氏
の
『
万
葉
集
私
注
』
(
昭
和
二
九
年
.
筑
摩
書
房
)
に
'

ケ
ニ
ヨ
バ
ズ
キ
ヌ
　
l
｢
ヨ
ブ
は
坤
吟
す
る
'
-
め
く
こ
と
で
あ
る
｡
,
ケ
ほ

接
頭
辞
で
あ
ら
-
｡
動
詞
に
つ
-
接
頭
辞
ケ
ほ
集
中
に
は
見
え
な
い
が
'

こ
の
ケ
を
日
の
意
の
ケ
と
し
'
ヨ
バ
ズ
を
オ
ヨ
バ
ズ
の
意
と
す
る
の
も
肯

ひ
か
ね
る
｡

と
あ
る
の
は
､
｣
っ
の
見
識
た
る
を
失
わ
な
い
｡
語
義
語
感
紅
忠
実
な
解
釈
だ

と

恩

-

｡

　

　

　

　

　

　

　

一

-
わ
し
い
検
討
を
加
え
て
論
ぜ
ら
れ
た
注
解
と
し
て
ほ
滞
潟
久
孝
博
士
の
『

万
葉
集
注
釈
』
(
昭
和
四
〇
年
･
中
央
公
論
社
)
が
あ
る
｡
契
沖
･
真
測
･
官
房
の
説

に
対
す
る
批
判
も
聞
-
べ
き
だ
が
'
上
来
の
記
述
と
重
複
す
る
点
も
出
て
来
る

の
で
'
要
点
だ
け
飛
び
飛
び
に
抜
い
て
み
る
.

①
け
に
よ
は
ず
来
ぬ
-
｢
波
｣
矧
､
矧
に
よ
る
｡
宵
は
片
カ
ナ
｡
矧
そ
の

他
｢
婆
｣
と
あ
る
｡

⑧
日
本
霊
異
記
(
中
二
二
)
　
の
訓
注
に
｢
坤
ホ
与
｣
と
あ
っ
て
考
の
説
が

イ
キ

さ
す
が
だ
と
思
ふ
が
'
｢
気
｣
を
息
と
見
る
点
に
疑
問
が
あ
る
｡

③
｢
気
｣
を
｢
日
｣
と
見
て
｢
日
に
及
ば
ず
｣
と
し
て
'
｢
幾
日
も
か
か

ら
な
い
で
来
た
｣
(
全
註
釈
)
と
し
た
が
'
幾
日
も
と
い
ふ
の
は
こ
の
場
合

ど
-
で
あ
ら
-
o
　
又
｢
一
日
か
か
ら
ず
し
て
｣
(
全
釈
)
と
い
ふ
の
も
｢
け

｣
の
用
例
か
ら
疑
は
し
-
'
｢
日
数
も
お
か
ず
ま
た
や
っ
て
来
た
｣
と
あ

る
の
は
穏
か
な
や
-
だ
が
'

④
新
考
に
､
今
も
静
岡
県
で
坤
-
こ
と
を
ニ
オ
ー
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
る

と
ニ
ヨ
フ
と
清
み
て
唱
ふ
べ
き
で
な
い
か
と
あ
り
'
日
葡
辞
書
｢
ニ
ヨ
ウ

｣
又
竹
取
物
語
の
｢
に
よ
ふ
-
1
｣
を
｢
に
ょ
う
　
-
　
｣
と
し
た
写
本
が

あ
る
の
ほ
語
尾
が
清
音
で
あ
っ
た
た
め
と
思
ほ
れ
る
と
橋
本
君
も
云
ほ
れ

る
.
古
本
に
｢
波
｣
と
あ
る
点
を
考
え
て
'
｢
及
ば
ず
｣
よ
り
｢
坤
は
ず

｣
の
解
の
方
が
適
切
だ
と
恩
ほ
れ
る
｡

⑤
た
ゞ
｢
気
｣
の
解
で
あ
る
が
'
｢
気
｣
を
｢
息
｣
の
意
に
用
い
た
例
ほ

い
-
つ
も
あ
る
が
'
い
づ
れ
も
イ
キ
と
訓
ま
せ
て
ゐ
て
'
ケ
と
音
読
し
た

オ

キ

ッ

ス

カ

ナ

シ

キ

コ

ロ

ガ

も
の
は
な
い
｡
或
い
は
｢
於
伎
都
渚
｣
(
三
三
四
八
)
｢
加
奈
恩
舌
児
呂
我
｣

0

0

な
ど
と
同
じ
-
正
訓
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
-
か
｡
ニ
ヨ
と
(
.
1
y
)
と
あ
る

の
で
字
余
例
に
か
な
ふ
と
思
ふ
が
'
一
字
を
二
音
に
訓
む
例
は
こ
の
巻
で

は
地
名
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
難
が
あ
る
｡

i

①
ほ
私
の
得
た
結
論
も
全
-
こ
れ
に
｣
致
す
る
｡
②
の
中
で
､
｢
坤
水
与
｣
は

字
が
落
ち
た
の
か
､
｢
ホ
与
夫
｣
ま
た
は
｢
ホ
与
フ
｣
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
｡
　
『

霊
異
記
』
の
訓
注
の
万
葉
仮
名
表
記
は
清
濁
を
区
別
し
て
い
な
い
の
が
原
則
だ

か
ら
'
｢
茄
余
夫
｣
と
あ
っ
て
も
｢
ニ
ヨ
ブ
｣
と
読
む
証
と
は
な
ら
な
い
｡
従

っ
て
④
の
｢
坤
｣
の
｢
ニ
ヨ
フ
｣
の
語
尾
清
音
説
を
妨
げ
る
も
9
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
｡
⑨
の
｢
げ
に
及
ば
ず
｣
説
批
判
は
聞
-
べ
き
で
あ
る
.
た
だ
'
｢

日
数
も
お
か
ず
ま
た
や
っ
て
来
た
｣
と
い
-
解
を
穏
や
か
な
よ
-
だ
と
さ
れ
た
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い

き

に

よ

が
へ
私
に
は
そ
の
解
も
や
は
り
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
｡
⑤
ほ
｢
気
に
坤
は
ず

来
ぬ
｣
と
訓
む
試
案
を
な
か
ば
否
定
的
に
提
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
'
｢
息
に
｣

｢
噸
ふ
｣
で
旬
が
成
立
ち
そ
-
に
患
え
な
い
｡
(
開
架
娼
銅
㌶
甥
)

近
世
の
諸
説
に
比
し
て
近
代
の
諸
説
で
は
'
上
代
特
殊
仮
名
道
に
お
け
る
ケ

の
甲
類
乙
類
の
別
や
､
万
葉
仮
名
の
滑
落
に
つ
い
て
の
吟
味
が
加
え
ら
れ
て
い

ケ

る
事
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
契
沖
の
説
の
中
の
｢
ケ
｣
が
｢
異
｣
で

よ

あ
ろ
う
と
す
る
考
え
が
決
定
的
に
否
定
さ
れ
た
事
な
ど
ほ
'
｢
げ
に
及
ば
ず
｣

系
の
当
否
は
別
に
し
て
も
'
注
釈
史
上
特
筆
に
あ
た
い
す
る
o

に
よ

近
世
近
代
を
通
じ
て
｢
気
坤
は
ず
｣
系
の
諸
説
に
お
い
て
も
,
｢
坤
｣
の
意

の
動
詞
を
｢
に
よ
ぷ
｣
と
語
尾
を
轟
音
に
し
て
い
る
の
が
､
む
し
ろ
普
通
で
あ

っ
た
｡
辞
書
の
項
目
と
し
て
の
｢
に
よ
ぶ
｣
の
語
尾
を
決
め
た
も
の
は
,
恐
ら

く
万
葉
歌
三
三
五
六
が
｢
気
呼
ば
ず
来
ぬ
｣
と
訓
ま
れ
た
事
に
あ
ろ
う
｡
と
こ
･

ナ

よ

ろ
で
'
｢
針
に
及
ば
ず
来
ぬ
｣
を
採
る
場
合
,
『
万
葉
集
』
に
は
｢
に
よ
ぷ
｣

の
用
例
は
な
-
な
る
.
従
っ
て
そ
の
説
に
従
い
な
が
ら
'
｢
に
よ
ぶ
｣
と
い
う

濁
音
形
が
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
る
と
い
-
の
は
'
奇
妙
で
も
あ
り
,
面
白
く
も
あ

る
｡
し
か
し
'
｢
気
呼
ば
ず
｣
を
採
る
場
合
は
『
万
葉
集
注
釈
』
の
説
の
よ
う

○

に
'
本
文
を
｢
気
茄
余
波
受
｣
に
定
め
る
事
か
ら
始
め
る
ぺ
-
,
｢
け
に
よ
は

ず
｣
と
い
-
形
の
ま
ま
で
｢
気
咽
ば
ず
｣
を
1
説
と
し
て
立
て
る
の
は
妥
当
で

は
な
い
｡

ケ

よ

け

に

よ

さ
て
'
｢
日
に
及
ば
ず
｣
か
｢
気
坤
は
ず
｣
か
'
語
と
し
て
成
立
す
る
か
､

意
味
の
上
で
'
三
三
五
六
歌
の
中
で
自
然
で
適
切
で
あ
る
か
,
.
十
分
に
換
討
さ

れ
て
来
た
問
題
だ
と
ほ
恩
-
が
､
ま
だ
多
少
残
さ
れ
た
所
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
-
か
｡

四
　
｢
日
に
及
ぼ
す
来
ぬ
｣
を
疑
う

よ

■

ノ

『
代
匠
記
』
に
発
し
た
｢
け
に
及
ば
ず
来
ぬ
｣
の
中
で
'
｢
け
｣
を
｢
罫
｣

■
ノ

と
す
る
考
え
は
'
｢
鼎
｣
が
甲
類
の
仮
名
を
表
記
さ
れ
'
｢
気
｣
は
乙
類
で
あ

ナ

き

へ

る
事
で
決
定
的
に
否
定
さ
れ
'
｢
倉
｣
と
す
る
考
え
や
'
｢
け
｣
を
｢
来
経
｣

の
約
と
す
る
宣
長
説
は
'
｢
け
｣
の
語
義
･
語
史
の
上
か
ら
の
検
討
に
堪
え
る

十
ノ

だ
け
の
根
拠
が
な
-
､
結
局
｢
針
｣
を
当
て
る
近
代
の
諸
説
に
移
行
し
た
｡
｢

ナ

か

日
]
ほ
日
数
を
量
る
形
態
素
と
し
て
の
｢
日
｣
の
転
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
,

近
代
の
諸
説
に
通
ず
る
所
で
へ
そ
の
限
り
で
は
け
だ
し
妥
当
で
あ
ろ
-
｡

･

J

+

ノ

よ

た
だ
し
､
三
三
五
六
歌
結
句
の
｢
気
｣
が
｢
針
｣
で
あ
る
か
否
か
ほ
'
｢
及
　
I

ば
ず
｣
と
い
う
語
形
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
で
決
定
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
｡
　
6

｢
お
も
ふ
｣
(
忠
)
が
｢
も
ふ
｣
と
な
る
か
ら
'
同
じ
よ
-
に
｢
お
よ
ぷ
｣
が
　
I

｢
よ
ぷ
｣
に
な
る
と
考
え
る
推
論
は
'
か
な
り
危
険
で
あ
る
.
万
葉
語
の
中
で

語
の
頭
に
位
置
す
る
母
音
が
脱
落
す
る
例
は
な
る
ほ
ど
少
な
-
な
い
が
'
脱
落

す
る
そ
れ
な
り
の
条
件
が
あ
る
と
思
-
｡

あ

と

を

の

他
の
語
の
下
に
付
い
て
複
合
語
を
造
る
場
合
に
見
ら
れ
る
｢
足
の
音
｣
　
｢
尾

へ

こ

ま

上
｣
　
｢
子
馬
｣
の
類
は
'
一
語
の
中
で
の
母
音
連
続
を
き
ら
-
音
韻
結
合
法
則

い

づ

い

ぬ

と
関
係
が
あ
ろ
-
｡
｢
出
づ
｣
が
｢
出
｣
と
な
り
'
｢
寝
ぬ
｣
が
｢
寝
｣
と
な

づ

ぬ

る
類
は
'
｢
出
｣
　
｢
寝
｣
の
方
が
語
の
根
幹
と
し
て
存
し
'
｢
い
｣
が
二
次
的

な
付
着
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
｢
お
も
ふ
｣
の
場
合
も
語
の
中
心
が
｢
も

ふ
｣
の
方
に
か
か
っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
は
'
｢
も
ふ
｣
の
方
が
.

根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
-
.
盗
意
的
に
語
頭
の
母
音
を
略
す
る
よ
う
な
事
が
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あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
語
の
約
略
を
説
く
の
は
'
近
世
の
注
釈
学
者
の
お
ち
い
り
易
い

お
よ

共
通
し
た
欠
陥
で
あ
っ
て
'
契
沖
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
｡
｢
及
ぶ
｣
が

｢
よ
ぶ
｣
に
転
ず
る
と
い
か
よ
-
な
事
は
'
実
証
す
る
事
が
出
来
な
い
し
'
信

じ
難
い
不
自
然
さ
が
あ
る
｡お

よ

万
葉
語
嚢
の
中
に
は
｢
及
ぶ
｣
は
存
在
し
な
か
っ
た
.
平
安
朝
の
｢
及
ぶ
｣

の
用
例
の
中
に
も
'
一
日
に
及
ぶ
と
か
幾
月
に
及
ぶ
と
か
い
-
よ
う
な
意
味
用

法
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
｢
よ
ぶ
｣
の
よ
-
な
省
略
形
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
な
い
｡

よ｢
及
ぶ
｣
と
い
う
語
形
が
存
在
し
た
と
仮
定
し
て
も
'
｢
日
に
及
ぶ
｣
と
い

う
表
現
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
-
と
は
'
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
｡
そ
の
根
拠
と

一
ノ

し
て
,
｢
針
｣
の
語
が
｢
一
日
｣
　
二
月
｣
　
｢
一
年
｣
と
か
い
-
よ
-
な
一
定

か
ず

の
長
さ
を
示
さ
な
い
'
現
代
語
の
不
定
的
な
｢
日
数
｣
の
意
に
近
い
用
法
の
語

か
ず

で
あ
る
と
い
う
点
を
あ
げ
る
事
が
出
来
る
｡
｢
日
数
を
重
ね
る
｣
と
は
言
え
て

+

ノ

0

0

も
｢
日
数
に
及
ぶ
｣
と
は
言
え
な
い
.
だ
か
ら
と
言
っ
て
'
｢
針
｣
に
｢
多
-

o

ナ

の
日
数
｣
の
意
を
与
え
る
事
に
は
従
い
難
い
気
が
す
る
.
｢
針
｣
と
い
-
語
に

+

ノ

十

ノ

は
長
短
多
少
と
い
-
限
定
が
含
ま
れ
な
い
か
ら
こ
そ
｢
針
並
べ
て
｣
　
｢
針
長
-

｣
な
ど
の
表
現
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡

歌
意
の
面
か
ら
考
え
て
'
こ
の
歌
は
女
の
許
に
通
-
男
の
心
を
歌
っ
た
も
の

で
あ
ろ
-
.
片
道
に
幾
日
も
か
か
る
よ
-
な
遠
距
離
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
ら

l
日
も
か
か
ら
ず
と
言
っ
て
み
て
も
愛
情
の
強
調
効
果
は
な
い
し
'
幾
日
も
か

か
ら
ず
で
は
情
況
に
会
-
ま
い
.

+
ノ

け

ナ

｢
げ
に
ょ
は
ず
｣
を
採
る
説
で
も
'
｢
気
｣
を
息
の
意
と
し
た
其
渦
は
｢
矧

｣
が
｢
坤
ふ
｣
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
-
が
'
｢
息
が
｣
と
｢
坤
吟
す
る
｣
で

+
ノ

は
つ
な
が
ら
な
い
で
あ
ろ
-
.
｢
気
｣
を
｢
坤
ふ
J
L
の
主
語
に
持
っ
て
来
る
の

ほ
ま
ず
い
｡

｢
に
ょ
ふ
｣
の
意
味
は
'
苦
膚
の
あ
ま
り
-
め
き
声
を
発
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
｡
松
岡
静
雄
氏
が
'

ニ
ヨ
ブ
の
語
義
は
｢
人
の
助
を
呼
ぶ
｣
こ
と
で
あ
る
云
云

と
説
か
れ
た
の
は
ど
こ
か
に
取
り
違
え
が
あ
ろ
-
｡
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上

代
編
』
で
は
'
｢
に
よ
ぷ
｣
と
淘
音
を
採
り
､
語
義
を
｢
-
め
く
坤
吟
す
る

｣
と
し
､
用
例
と
し
て
ほ
'
1
応
は
｢
け
晒
婆
ず
来
ぬ
｣
を
採
用
'
そ
の
他
に
　
I

五
　
｢
け
坤
は
ず
｣
の
意
味
の
吟
味

サ
ケ
ビ
ニ
ヨ
ブ

｢
随
レ
却
'
如
先
復
喧
嘩
∧
ホ
与
夫
∨
也
｣
(
霊
異
記
中
二
二
)

ニ
ヨ
プ

｢
数
日
不
レ
死
'
昼
夜
泣
吟
｣
(
垂
仁
紀
二
八
年
)

ニ

ヨ

ビ

コ

ワ

ツ

ク

-

｢
坤
吟
｣
(
黒
板
本
金
剛
般
若
集
験
記
盲
点
)

を
掲
げ
'
考
説
を
次
の
よ
-
に
加
え
て
い
る
｡

〔
考
〕
第
一
例
は
ケ
-
ニ
ヨ
ブ
と
い
-
分
析
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
'
確

実
で
な
い
｡
第
二
の
例
は
必
ず
し
も
歯
音
語
尾
を
示
す
と
は
い
え
ず
'
ま

た
竹
取
物
語
の
｢
に
ょ
ふ
に
ょ
ふ
｣
を
｢
に
よ
-
に
ょ
-
｣
と
す
る
写
本

が
あ
る
こ
と
'
日
葡
辞
書
に
も
ニ
ヨ
イ
･
.
t
I
ヨ
ウ
･
ニ
ヨ
ウ
タ
と
し
て
見

え
,
む
し
ろ
ニ
ヨ
十
と
清
音
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
つ
よ
い
｡
な
お
万

葉
八
九
二
の
｢
乞
々
泣
良
牟
｣
を
｢
吟
泣
良
牟
｣
の
誤
り
と
し
て
ニ
ヨ
ビ

ナ
ク
ラ
ム
と
訓
む
説
も
あ
る
｡

ニ

ヨ

プ

ニ

ヨ

プ

右
の
用
例
中
'
訓
読
語
｢
坤
｣
　
｢
吟
｣
と
あ
る
の
は
'
も
ち
ろ
ん
濁
点
は
除
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/

い
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
L
t
　
『
霊
異
記
』
の
訓
注
は
｢
ニ
ヨ
フ
｣
と
清
音
に

○

読
む
こ
と
を
妨
げ
な
い
｡
『
万
葉
』
三
三
五
六
歌
も
｢
気
ホ
余
波
受
｣
を
本
文

に
立
て
れ
ば
'
｢
ニ
ヨ
フ
｣
の
語
尾
が
濁
音
で
あ
る
と
い
-
証
跡
は
す
べ
て
消

え
る
｡
近
代
の
辞
書
･
注
釈
書
に
の
み
｢
ニ
ヨ
ブ
｣
が
存
在
す
る
が
､
そ
れ
は

に
よ

｢
け
坤
は
ず
｣
と
誤
り
訓
じ
た
結
果
で
'
幻
の
語
形
で
あ
っ
た
と
考
え
る
根
拠

は
十
分
に
あ
る
0

着
の
｢
ケ
-
ニ
ヨ
ブ
｣
と
い
-
分
析
が
成
立
す
る
か
ど
-
か
｣
と
い
-
疑
問

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
｡
考
察
は
ま
ず
｢
け
｣
の
語
柔
的
位
置
を
定
め
る
事
が

ケ

前
提
と
な
る
｡
万
葉
仮
名
｢
気
｣
で
表
記
し
て
い
る
か
ら
ケ
乙
類
で
,
｢
異
｣

ケ

ケ

と
は
別
語
｡
｢
日
｣
と
は
同
類
だ
が
'
｢
日
｣
な
ら
ば
｢
坤
ふ
｣
と
結
合
す
る

可
能
性
は
全
-
な
い
｡

も
し
｢
坤
ふ
｣
と
結
合
す
る
形
態
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
接
頭
語
化
す
る
｢

け
｣
し
か
あ
る
ま
い
｡
接
頭
語
化
し
た
｢
け
｣
は
,
次
代
の
中
古
に
な
る
と
,

活
瀞
な
造
語
能
力
を
見
せ
て
い
る
｡
形
容
詞
に
結
合
し
て
ほ
,

け
-
と
し
･
け
お
そ
ろ
し
･
け
か
し
こ
し
･
け
ぎ
た
な
し
･
け
ぎ
よ
し
,

け
す
さ
ま
じ
･
け
だ
か
し
･
け
ち
か
し
.
･
け
ど
は
し
･
け
な
つ
か
し
･
け

に
く
し
･
け
む
つ
か
し

動
詞
に
結
合
し
て
ほ
'

一

け
お
と
る
･
け
お
き
る
･
け
ほ
な
る

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
｡
(
｢
け
ぎ
ゃ
か
･
け
ぎ
ゃ
ぐ
｣
に
つ
い
て
接
頭
語
｢
け
｣
を

想
定
す
る
の
が
通
説
化
し
て
い
る
が
'
私
は
否
定
的
見
解
を
抱
く
｡
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
が
あ

ろ
う
｡
)接

尾
語
化
し
た
｢
げ
｣
も
同
系
同
源
の
話
で
あ
ろ
う
･

ヽ

■
1
日
リ

｢
げ
に
よ
ふ
｣
の
語
構
成
も
右
に
近
い
も
の
と
私
は
見
て
い
る
｡
苦
痛
を
訴

え
て
う
め
く
よ
う
な
様
子
を
見
せ
る
意
で
あ
る
と
解
す
る
｡

万
葉
語
と
し
て
ほ
'
｢
け
に
よ
ふ
｣
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
接
頭
語
化
し
た

同
系
の
｢
け
｣
は
1
例
も
な
-
な
る
o
し
か
し
中
古
に
こ
れ
ほ
ど
造
語
能
力
を

示
し
て
い
る
と
い
う
事
は
'
上
代
に
そ
の
源
を
な
す
同
系
の
｢
け
｣
が
姿
を
見

せ
な
い
は
ず
は
な
い
｡

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
記
載
を
見
よ
う
｡

け
〔
気
〕
(
名
)
あ
る
も
の
か
ら
発
す
る
精
気
｡
も
の
の
気
配
｡

ホ

ケ

｢
竃
に
は
火
気
吹
き
立
て
ず
｣
(
万
八
九
二
)

シ

ホ

ケ

ア

リ

ソ

｢
塩
気
立
つ
荒
磯
｣
(
万
一
七
九
七
)

ホ

ケ

｢
刀
祢
ら
が
焚
-
火
の
気
｣
(
神
楽
湯
立
歌
)

｢
ケ
キ
タ
ナ
シ
｣
(
名
義
抄
)

〔
考
〕
｢
気
｣
の
音
　
(
名
義
抄
に
｢
気
イ
キ
･
ケ
ハ
ヒ
･
ワ
ケ
｣
　
と
あ
る
)
に
一

由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
｡
平
安
時
代
に
は
そ
の
複
合
語
の
種
類
も
多
-
､

独
立
し
て
｢
げ
も
無
し
｣
な
ど
と
も
用
い
ら
れ
る
が
､
上
代
で
は
接
辞
風

の
例
ば
か
り
で
'
数
も
少
な
い
｡

右
の
解
説
に
'
私
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
が
あ
る
｡
上
代
に
は
接
辞
風
の
例

ホ

ケ

シ

ホ

ケ

が
き
わ
め
て
少
な
い
と
見
る
べ
藩
で
は
な
い
か
･
 
｡
｢
火
気
｣
　
｢
塩
気
｣
の
｢
け

｣
も
接
辞
で
は
な
い
｡
｢
ケ
ギ
タ
ナ
シ
｣
の
よ
-
な
訓
読
語
を
上
代
の
語
嚢
と

認
め
れ
ば
'
｢
け
｣
を
接
頭
語
化
し
て
用
い
た
例
が
'
そ
の
源
を
上
代
に
発
し

た
と
見
る
事
を
可
能
に
す
る
.

｢
け
に
よ
ふ
｣
の
｢
け
｣
が
右
と
同
系
で
あ
る
と
見
て
'
｢
け
が
坤
吟
す

る
｣
と
い
-
構
造
が
不
可
能
で
あ
る
点
か
ら
'
必
ず
や
接
頭
語
風
に
冠
せ
ら
れ
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た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

.
同
じ
-
動
詞
を
構
成
し
た
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
'
｢
け
お
さ
る
｣
は
｢
圧

倒
さ
れ
る
様
子
を
見
せ
る
｣
の
で
あ
り
'
｢
お
さ
れ
げ
｣
で
も
あ
り
得
よ
-
0

さ
ら
ば
｢
け
に
よ
ふ
｣
は
｢
に
よ
ひ
げ
｣
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
'
｢
苦
痛
の
あ

ね

ま
り
音
を
あ
げ
る
様
子
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
-
0

六
　
｢
け
｣
を
字
音
語
と
す
る
説
を
疑
う

普
通
に
｢
気
｣
を
当
て
て
い
る
｢
け
｣
を
'
字
音
語
と
見
る
事
が
'
厳
密
に

考
え
て
み
る
と
'
不
審
な
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
｡
後
世
で
は
こ
の
種
の
｢
け

｣
に
は
｢
気
｣
を
当
て
る
事
が
日
常
化
し
て
い
る
の
ほ
事
実
で
あ
る
が
し
.

ホ

ケ

シ

ホ

ケ

な
る
ほ
ど
｢
火
気
｣
(
八
九
二
)
　
｢
塩
気
｣
(
一
七
九
七
)
で
も
漢
字
｢
気
｣

を
用
い
て
い
る
.
漢
字
｢
気
｣
の
意
味
も
用
字
意
識
の
底
に
は
た
ら
い
て
い
た

と
見
る
事
は
自
然
で
あ
る
｡
｢
気
｣
の
字
義
が
日
本
語
の
中
の
｢
け
｣
と
相
似

点
が
き
わ
め
て
大
き
い
事
も
否
定
出
来
な
い
｡
漢
和
辞
書
の
類
で
も
｢
げ
は
ひ

｣
と
い
-
和
語
に
｢
気
配
｣
の
文
字
を
当
て
て
採
録
し
て
い
る
も
の
が
多
い
.

だ
が
､
｢
は
け
｣
　
｢
し
は
け
｣
の
よ
-
な
語
構
成
が
万
葉
語
の
中
に
す
で
に

見
ら
れ
る
事
に
関
し
て
'
字
音
語
が
和
語
と
結
合
し
て
複
合
語
を
造
る
と
い
-

に

ん

ど

点
に
不
審
を
抱
-
｡
後
世
に
こ
そ
｢
若
衆
｣
　
｢
遊
び
人
｣
　
｢
移
り
気
｣
な
ど
い

-
ら
も
見
ら
れ
る
が
､
万
葉
時
代
に
他
に
例
が
あ
る
だ
ろ
-
か
｡
ま
た
､
字
音

⊥ノ

語
｢
気
｣
が
接
頭
語
化
し
た
り
接
尾
語
化
し
た
り
す
る
と
い
-
事
も
'
き
わ
め

て
奇
異
に
感
ず
る
.
字
音
語
が
字
音
語
で
あ
る
と
い
-
意
識
が
な
-
な
る
ま
で

固
有
語
の
中
に
な
じ
ん
で
し
ま
っ
て
､
固
有
の
形
態
素
と
と
も
に
複
合
語
を
造

る
ま
で
に
は
'
か
な
り
長
期
の
歴
史
の
経
過
を
要
す
る
.

こ
の
よ
-
に
考
え
て
来
る
と
､
｢
け
｣
は
や
は
り
固
有
の
和
語
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
-
疑
念
が
'
早
く
か
ら
私
の
中
に
あ
っ
た
.

｢
け
し
き
｣
は
明
ら
か
に
漢
語
｢
気
色
｣
の
呉
音
で
あ
る
が
'
｢
げ
は
ひ
｣

は
和
語
の
｢
け
｣
に
接
尾
語
｢
ほ
ひ
｣
の
付
着
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
け

ぅ
と
し
｣
　
｢
げ
に
-
し
｣
の
｢
け
｣
も
､
字
音
と
見
る
の
は
無
理
で
あ
る
.
私

は
現
在
で
は
そ
の
よ
-
に
臆
断
す
る
.

助
詞
･
助
動
詞
が
外
来
語
を
含
ま
な
い
事
を
否
定
す
る
人
は
あ
る
ま
い
｡
こ

の
原
則
は
'
接
頭
語
･
接
尾
語
の
類
に
も
及
ぼ
す
事
が
出
来
る
よ
-
に
恩
-
.

そ
れ
で
は
'
そ
の
よ
-
な
和
語
系
の
｢
け
｣
の
正
体
は
ど
-
説
明
さ
れ
る

ナ

か

か
｡
同
音
の
｢
針
｣
は
日
を
数
え
る
｢
日
｣
の
転
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
一

｢
げ
に
よ
ふ
｣
　
の
　
｢
け
｣
や
'
｢
は
け
｣
　
｢
し
は
け
｣
　
の
　
｢
け
｣
も
'
｢
か
あ
　
9

を
な
る
｣
(
二
二
八
)
　
｢
か
ぐ
ろ
し
｣
(
三
七
九
1
)
　
｢
か
や
す
き
｣
(
四
〇
一
　
I

.
i
)
の
接
頭
語
｢
か
｣
と
同
系
語
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡
こ
の
接
尾
語

｢
か
｣
は
'
具
象
的
･
感
覚
的
に
形
状
を
さ
す
所
は
な
い
が
何
と
な
-
感
じ
ら

れ
る
も
の
'
｢
感
じ
｣
の
よ
-
な
も
の
を
表
わ
す
形
式
名
詞
で
あ
っ
た
の
で
あ

ら
-
｡
形
状
言
を
造
る
接
尾
語
は
'
中
古
は
ど
活
瀞
で
は
な
い
が
'
｢
お
ぼ
ろ

か
｣
(
1
四
五
六
)
　
｢
お
ろ
か
｣
(
四
〇
四
九
)
　
｢
い
さ
さ
か
｣
(
四
二
〇
一
)

な
ど
を
万
葉
語
の
中
に
拾
-
事
が
出
来
る
｡
上
代
の
｢
お
ぼ
ろ
か
｣
の
同
系
語

と
見
ら
れ
そ
う
な
中
音
の
｢
お
ぼ
ろ
け
｣
'
｢
い
さ
さ
か
｣
　
に
対
応
し
そ
-
な

｢
い
さ
さ
け
｣
'
｢
お
ろ
か
｣
　
と
す
く
な
-
と
も
形
態
的
に
は
つ
な
げ
る
｢
-

る
け
｣
'
｢
さ
は
や
か
｣
と
｢
さ
は
や
け
｣
　
｢
さ
は
や
け
し
｣
　
な
ど
辿
っ
て
み

る
と
'
形
態
素
と
し
て
の
｢
か
｣
　
｢
け
｣
両
者
を
同
系
と
し
て
見
る
可
能
性
は
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尻′乙
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大
き
い
｡

接
頭
語
な
ら
び
に
接
尾
語
の
｢
け
｣
を
字
音
語
系
に
あ
ら
ず
と
見
る
事
が
出

来
れ
ば
'
こ
の
種
の
接
辞
1
般
も
助
詞
･
助
動
詞
類
と
と
も
に
'
外
来
語
を
受

け
入
れ
な
か
っ
た
通
則
を
認
め
る
事
を
可
能
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡

｢
け
ぎ
ゃ
か
｣
　
｢
け
ぎ
ゃ
ぐ
｣
の
語
構
成
の
中
に
接
頭
辞
｢
け
｣
を
想
定
す

る
事
が
通
説
化
し
て
い
て
'
そ
の
｢
け
｣
を
｢
界
｣
の
呉
音
と
見
る
説
も
あ
る

が
'
こ
の
二
つ
の
語
は
'
｢
け
ざ
｣
(
き
わ
や
か
な
さ
ま
)
を
語
根
と
L
t
そ
れ

に
接
尾
語
｢
や
か
｣
　
｢
や
ぐ
｣
が
つ
い
尭
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
-
小
論
を
予
定
し
て
い
る
｡

七
　
｢
に
よ
ふ
｣
(
坤
･
吟
)
の
類
語

｢
に
よ
ふ
｣
が
｢
坤
｣
･
r
吟
｣
の
字
義
に
近
い
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
'
同

じ
万
葉
語
の
｢
さ
ま
よ
ふ
｣
　
｢
の
ど
よ
ふ
｣
と
相
似
た
構
造
を
有
し
'
語
義
に

も
相
似
た
点
が
多
い
事
に
気
づ
-
.

ゆ
ふ
べ

ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
な
れ
ば
　
大
殿
を
ふ
り
さ
け
見
つ
つ
　
萄
な
す
い
葡
ひ

さ

ま

よ

ひ

も
と
は
り
　
さ
も
ら
へ
ど
さ
も
ら
ひ
得
ね
は
　
春
鳥
の
佐
麻
欲
比
ぬ
れ
ば

-
(
巻
二
･
一
九
九
)

人
麻
呂
の
歌
'
高
市
皇
子
の
黄
去
を
悲
し
む
挽
歌
'
｢
さ
ま
よ
ふ
｣
は
鳴
咽

の
意
か
ろ
う
｡
悲
嘆
の
あ
ま
り
声
を
立
て
て
泣
-
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
｡
春

の
小
鳥
が
鳴
-
よ
う
聖
戸
を
立
て
て
泣
-
の
だ
か
ら
'
細
い
声
で
む
せ
び
泣
く

さ
ま
を
思
わ
せ
る
｡

を

ち

こ

ち

さ

は

か

-

ゐ

さ

ま

よ

ひ

若
草
の
妻
も
子
ど
も
i
g
彼
此
に
多
に
囲
み
居
春
鳥
の
声
の
佐
麻
欲
比

た
づ
さ

白
妙
の
袖
泣
き
濡
ら
し
　
携
は
り
別
れ
か
て
に
と
　
引
き
留
め
慕
ひ
し

も
の
を
-
(
巻
二
十
.
 
･
四
四
〇
八
)

防
人
と
そ
の
家
族
と
が
別
離
を
悲
し
ん
で
泣
-
さ
ま
で
あ
る
が
'
春
鳥
の
鳴

く
声
を
連
想
さ
せ
る
の
は
'
｢
さ
ま
よ
ふ
｣
が
咽
ぶ
よ
-
に
泣
-
こ
と
を
表
わ

す
と
思
わ
せ
る
｡

j

]

こ

父
母
は
ま
-
ら
の
か
た
に
　
妻
子
ど
も
は
あ
と
の
か
た
に
　
囲
み
居
て
憂

さ

ま

よ

い

ひ

の

ど

よ

ひ

を

へ
吟
ひ
　
飯
炊
-
事
も
忘
れ
て
　
ぬ
え
鳥
の
能
宵
与
比
居
る
に
･
･
･
(
八
九

二)

憶
良
の
｢
貧
窮
問
答
歌
｣
'
｢
さ
ま
よ
ひ
｣
と
　
｢
の
ど
よ
ひ
｣
と
が
極
め
て

近
い
意
味
を
有
す
る
事
が
'
文
脈
.
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
｡
｢
の
ど
よ
ふ
｣
に
つ

い
て
､
『
金
剛
般
若
経
実
験
記
』
　
の
訓
点
に
｢
細
々
声
｣
に
｢
ノ
ド
ヨ
フ
コ

エ
｣
と
あ
る
の
を
証
と
し
て
'
細
々
と
し
た
声
を
出
す
こ
と
で
あ
る
と
い
-
橋

本
進
言
博
士
の
説
が
あ
る
｡
動
詞
｢
の
ど
よ
せ
ほ
｢
さ
ま
よ
ふ
｣
と
同
じ
-

声
を
出
し
て
泣
く
こ
と
で
あ
ろ
-
｡
た
だ
し
､
訓
読
に
お
け
る
｢
細
々
声
｣
に

対
す
る
｢
ノ
ド
ヨ
フ
コ
ヱ
｣
は
､
釈
義
で
は
な
-
て
む
し
ろ
翻
訳
で
あ
ろ
う
｡

『
万
葉
』
の
表
現
か
ら
帰
納
す
る
と
､
声
を
抑
え
て
咽
ぶ
よ
-
に
泣
-
意
を
表

わ
す
の
が
｢
さ
ま
よ
ふ
｣
で
あ
ろ
-
と
思
わ
れ
る
｡

｢
さ
ま
よ
ふ
｣
　
｢
の
ど
よ
ふ
｣
　
｢
に
ょ
ふ
｣
三
者
が
語
末
の
｢
よ
ふ
｣
を
共

通
に
有
す
る
点
は
軽
-
鬼
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
.
｢
よ
ふ
｣
は
接
尾
語
と
い

ぅ
よ
う
な
も
の
で
な
く
'
こ
こ
に
こ
そ
意
義
の
核
が
存
在
す
る
と
見
た
い
.
声

を
出
し
て
泣
く
'
ま
た
は
-
め
-
と
い
-
意
義
素
を
こ
の
部
分
に
も
つ
の
で
あ

ろ
-
o
こ
れ
ら
の
上
に
冠
せ
ら
れ
た
部
分
に
は
三
者
の
意
味
上
の
微
妙
な
差
別

が
含
ま
れ
て
い
よ
う
｡
｢
よ
ふ
｣
の
｢
よ
｣
は
泣
皇
戸
-
め
皇
戸
を
写
す
擬
声

ね
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ノ
.
J
L

､
h
y

ね

を
含
ん
で
い
た
ろ
-
し
'
｢
に
よ
ふ
｣
の
｢
に
｣
は
｢
音
｣
と
同
系
の
感
声
起

源
の
形
態
素
で
も
あ
ろ
-
か
｡
｢
の
ど
｣
　
｢
さ
ま
｣
に
も
何
か
意
義
を
荷
な
-

所
が
あ
っ
た
よ
-
に
思
-
0

｢
に
ょ
ふ
｣
は
'
『
万
葉
』
で
｢
吟
｣
を
当
て
て
い
る
L
t
　
訓
読
語
で
は

｢
坤
｣
を
訓
ん
だ
も
の
が
多
い
｡
ど
ち
ら
も
苦
痛
の
あ
ま
り
に
-
め
き
声
を
立

て
皇
息
を
有
す
る
.
『
万
葉
』
で
は
｢
吟
｣
を
｢
さ
ま
よ
ひ
｣
と
訓
ま
せ
た
と
判
断

さ
れ
る
例
が
あ
る
｡
そ
の
｢
吟
｣
は
吟
詠
す
る
意
も
あ
る
事
か
ら
考
え
る
と
'

｢
4
9
ま
よ
ふ
｣
に
も
'
感
に
堪
え
ず
嘆
声
を
発
す
る
'
悲
嘆
の
あ
ま
り
監
戸
を

長
め
て
咽
び
泣
-
'
な
ど
､
多
少
の
幅
が
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
｡
｢
の
ど
よ

ふ
｣
は
訓
読
語
例
か
ら
推
し
て
､
忍
び
泣
き
す
る
意
の
方
に
近
い
と
考
え
た
い
.

の
本
文
は
十
行
古
活
字
本
を
底
本
と
し
て
あ
る
の
だ
が
'

臭
覚
坊
は
く
ち
な
し
原
に
に
よ
ひ
ふ
し
た
る

と
濁
点
が
な
い
｡

こ
の
八
七
段
に
つ
い
て
'
前
記
寛
文
坂
本
に
は
'

く
ち
な
し
ほ
ら
に
ゑ
ひ
ふ
ん
た
る

と
あ
る
が
'
単
な
る
誤
写
な
の
か
.
次
に
あ
げ
る
『
平
家
物
語
』
万
治
二
年
写

本
の
振
仮
名
と
考
え
合
わ
せ
る
と
'

く
ち
な
し
ほ
ら
に

え
ひ
ふ
し
た
る

八
　
｢
に
よ
ふ
｣
語
誌
拾
穂

す
で
に
触
れ
た
事
項
は
省
-
.
｢
に
よ
ふ
｣
は
中
世
に
は
か
な
り
多
-
の
文
字

化
さ
れ
た
例
を
見
る
.
す
べ
て
の
記
載
例
に
語
尾
を
濁
っ
た
痕
跡
を
見
な
い
｡

『
徒
然
草
』
　
1
八
五
段
｢
世
に
は
心
得
ぬ
事
の
多
き
な
り
｣
の
章
'
酒
を
強

い
る
事
の
不
当
を
論
じ
'

あ
-
る
日
ま
で
頭
痛
-
'
物
食
は
ず
'
に
よ
ひ
臥
し
'
生
を
隔
て
た
る
や

う
に
し
て
'

と
あ
る
o
近
代
の
活
字
翻
刻
で
は
｢
に
よ
び
｣
と
淘
点
を
施
し
て
い
る
が
'
手

許
に
あ
る
寛
文
七
年
刊
の
坂
本
で
は
濁
点
は
な
い
｡
近
世
の
坂
本
の
清
濁
は
1

応
の
資
料
的
価
値
が
あ
る
｡

同
じ
-
八
七
段
｢
下
部
に
酒
飲
ま
す
る
事
b
J
の
章
,
『
徒
然
草
総
索
引
』

の
1
字
脱
か
と
も
考
え
ら
れ
る
.
『
徒
然
草
』
に
そ
の
よ
-
な
異
文
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
｡

『
平
家
物
語
』
の
例
は
巻
八
｢
緒
環
｣
の
段
で
あ
る
が
'
眼
に
触
れ
る
活
字

翻
刻
は
多
-
は
語
尾
に
濁
点
を
施
し
て
い
る
が
信
頼
性
が
な
い
.
私
も
ま
だ
調

査
不
足
だ
が
'
た
ま
た
ま
手
許
に
蔵
す
る
万
治
二
年
十
二
月
七
日
の
書
写
識
語

を
有
す
る
写
本
､
私
の
見
る
所
で
は
音
訓
や
清
濁
を
知
る
上
に
か
な
り
の
信
頼

性
が
あ
る
が
'

ヲ

ソ

ロ

シ

ニ

エ

女
岩
屋
ノ
ロ
こ
立
チ
テ
聞
ケ
レ
バ
怖
ゲ
ナ
ル
声
ノ
喚
ヒ
ケ
-
0

と
あ
る
｡

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
数
例
あ
る
が
'
万
治
刊
本
で
濁
点
を
施
し
た
も
の

は
一
つ
も
な
-
､
さ
も
な
け
れ
ほ
｢
に
よ
-
｣
と
転
呼
し
た
形
か
で
あ
る
｡

『
日
葡
辞
書
』
等
で
は
'

N
i
y
o
i
.
6
.
6
t
a
.
(
E
]
適
塾
曲
)

N
i
y
o
i
.
y
6
.
y
6
t
a
.
(
E
l
芦
鞄
瑚
)

(
l
九
七
六
･
四
･
二
八
記
し
曇
る
)
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