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田
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芳

　

　

起

一
方
弘
は
い
み
じ
う
人
に
芙
は
る
る
者
か
な

勿
論
『
枕
草
子
』
の
中
の
1
段
で
､
日
本
古
典
全
書
で
は
百
四
段
'
日
本
古

典
文
学
大
系
で
は
1
〇
八
段
'
い
ず
れ
も
三
巻
本
系
の
伝
本
に
よ
っ
て
い
る
｡

日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
二
三
段
'
こ
ち
ら
は
伝
能
因
本
系
の
本
文
を
用
い

て
い
る
｡
初
め
て
『
枕
草
子
』
を
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
学
生
諸
子
に
取
っ
て

は
'
三
巻
本
対
伝
能
因
本
の
本
文
の
相
異
点
を
ど
う
考
え
て
行
っ
た
ら
よ
い

か
､
か
な
り
ま
ざ
ら
わ
し
-
も
あ
り
'
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と
な
る
と
'
す
こ

ぶ
る
困
難
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
｡
右
の
｢
方
弘
は
云
云
｣
の
章
な
ど
も
そ

う
で
あ
る
｡

三
巻
本
が
可
か
'
伝
能
因
本
が
可
か
に
つ
い
て
は
､
『
枕
草
子
』
　
を
深
く
専

攻
さ
れ
た
先
生
方
の
説
が
鋭
-
対
立
し
て
'
わ
れ
わ
れ
に
は
と
て
も
断
定
的
な

考
え
に
到
達
し
得
な
い
｡
お
お
ま
か
に
言
っ
て
三
巻
本
の
方
が
了
解
し
易
い
茸

段
が
多
い
と
は
私
な
ど
も
感
じ
て
来
た
が
'
伝
能
因
本
の
本
文
に
よ
ら
な
い
と

納
得
し
に
-
い
語
嚢
･
語
形
に
出
会
う
場
合
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
全
-
系
統

を
異
に
す
る
本
文
の
場
合
は
､
異
文
の
生
じ
方
と
い
う
条
件
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

ろ
う
と
思
う
｡
何
ら
か
の
要
請
に
よ
っ
て
本
文
に
改
作
･
改
変
を
生
じ
る
場
合

は
､
い
ず
れ
を
正
'
い
ず
れ
を
誤
と
も
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
ど
ち
ら

か
が
誤
写
に
よ
っ
て
異
な
る
形
を
生
ず
る
場
合
は
'
そ
の
生
じ
得
る
可
能
性

が
'
双
方
の
い
ず
れ
に
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
ん
な
'
い
さ
さ
か
ま
わ

り
く
ど
い
論
議
は
'
こ
の
稿
で
は
な
る
べ
-
避
け
る
つ
も
り
で
あ
る
が
'
語
嚢

と
表
現
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
に
は
避
け
て
通
れ
な
い
場
合
も
あ
る
｡

三
巻
本
を
底
本
と
し
た
古
典
全
書
に
よ
る
と
'
こ
の
章
段
の
冒
頭
の
1
文
は

方
弘
は
い
み
じ
う
人
に
笑
は
る
る
者
か
な
｡
親
な
ど
い
か
に
聞
く
ら
む
｡

び

び

供
に
あ
り
-
者
の
い
と
美
美
し
き
を
呼
び
よ
せ
て
'
人
人
｢
何
し
に
か
か

る
者
に
は
使
は
る
る
ぞ
.
い
か
が
お
ぼ
ゆ
る
｣
な
ど
笑
ふ
.
(
二
l
七
頁
)

b

び

と
あ
る
｡
こ
の
中
の
｢
美
美
し
き
｣
云
云
の
頭
注
に
は
(
｢
華
美
な
風
を
し
て

ゐ
る
者
を
呼
び
寄
せ
て
｡
｢
美
美
し
き
｣
は
底
本
｢
ひ
さ
し
き
｣
)
と
あ
る
が
'

『
校
本
枕
草
子
』
上
巻
三
四
1
頁
の
校
異
を
見
る
と
'
右
の
底
本
た
る
陽
明
文
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段
が
多
い
と
は
私
な
ど
も
感
じ
て
来
た
が
'
伝
能
因
本
の
本
文
に
よ
ら
な
い

磨

′
〝
i
l
L
荊
ル
日
土
/

け
は
い
レ
日

庫
本
の
｢
ひ
さ
し
き
｣
と
内
閣
本
文
庫
本
｢
ひ
と
-
-
し
き
｣
だ
け
が
例
外
的

で
'
他
の
三
巻
本
系
諸
本
は
｢
ひ
～
し
き
｣
と
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
｢
ひ

ゝ
し
き
｣
は
｢
び
び
し
き
｣
と
濁
音
に
読
ま
る
べ
き
こ
と
は
'
ま
ず
論
の
な
い

所
で
あ
る
｡
た
だ
'
漢
字
｢
美
｣
を
根
と
し
た
語
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
'
私
は
平
安
朝
の
用
例
か
ら
推
し
て
'
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
｡
こ

れ
に
つ
い
て
は
'
｢
平
安
文
学
研
究
｣
第
二
十
四
輯
(
昭
3
 
5
･
3
)
に
発
表
し

た
拙
稿
｢
平
安
文
学
に
お
け
る
漢
語
棄
研
究
の
課
題
｣
の
中
で
論
じ
た
の
が
最

初
で
'
後
『
平
安
時
代
文
学
語
嚢
の
研
究
』
六
三
七
頁
以
下
で
同
様
の
趣
旨
を

繰
返
し
た
｡
現
在
の
辞
書
類
は
悉
-
｢
美
々
し
｣
と
解
し
て
'
｢
は
な
や
か
で

あ
る
｣
｢
は
で
で
あ
る
｣
　
と
い
う
語
義
を
与
え
て
い
る
が
'
私
の
調
べ
て
見
た

七
例
程
の
表
現
と
｢
は
な
や
か
｣
と
で
は
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
る
｡
｢
美

々
し
｣
は
『
源
氏
物
語
孟
津
抄
』
が
｢
美
か
｣
と
注
し
た
以
来
踏
襲
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
.
私
と
し
て
は
'
『
源
氏
物
語
』
の
｢
行
幸
｣
の
巻
の
1
例
'
『
晴

蛤
日
記
』
下
巻
の
一
例
な
ど
の
表
現
か
ら
推
し
て
'
｢
び
び
し
｣
　
の
語
義
を
'

び

和
語
で
は
｢
つ
き
づ
き
し
｣
に
近
く
漢
語
系
で
は
｢
便
な
し
｣
の
反
対
語
で

び

ぴ

あ
る
と
位
置
づ
け
て
'
結
局
｢
便
々
し
｣
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
右
の
｢
方
弘
は
｣
段
の
'
方
弘
の
供
を
し
て
い
る
お
の
こ
が
｢
い

と
び
び
し
き
｣
と
人
々
に
見
ら
れ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
｡
｢
美
々
し
｣
で

解
釈
す
る
と
'
ど
う
し
て
も
服
装
な
ど
が
華
美
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
-
な

る
｡
そ
れ
で
は
ど
う
も
し
っ
く
り
来
な
い
｡
諸
家
の
御
説
に
従
っ
て
考
え
る

と
'
こ
の
文
に
現
わ
れ
て
来
る
事
件
当
時
の
源
方
弘
は
文
章
生
か
ら
蔵
人
に
任

ぜ
ら
れ
た
前
後
で
あ
り
'
そ
の
後
の
彼
の
昇
進
の
経
歴
か
ら
推
す
と
'
か
な
り

有
能
な
青
年
官
吏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
そ
の
若
い
彼
の
供
人
を

勤
め
て
い
る
の
も
'
お
そ
ら
-
年
若
い
下
衆
の
お
の
こ
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
そ

の
お
の
こ
と
し
て
は
'
ち
ゃ
ん
と
し
た
'
難
の
な
い
態
度
で
あ
り
'
所
作
進
退

も
'
容
姿
も
'
1
応
り
っ
ば
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
そ
れ
が
人
々
の
'
特
に

女
房
連
の
眼
に
｢
び
び
し
き
｣
と
印
象
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た

び

い
｡
つ
ま
り
｢
つ
き
づ
き
し
｣
｢
便
な
か
ら
ず
｣
　
が
'
こ
の
語
の
成
立
し
た
平

安
朝
当
時
の
｢
び
び
し
｣
の
語
義
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

あ
る
語
の
語
義
は
'
表
現
例
か
ら
帰
納
す
る
以
外
に
確
実
な
方
法
は
あ
る
ま

い
｡
｢
び
び
し
｣
　
と
い
う
形
か
ら
｢
美
か
｣
と
主
観
的
に
推
定
し
'
｢
た
い
だ

い
し
｣
を
｢
怠
々
し
｣
｢
退
々
し
｣
　
と
短
絡
的
に
漢
字
を
宛
て
て
解
釈
し
よ
う

と
し
が
ち
で
あ
っ
た
中
世
注
釈
家
の
方
法
は
'
厳
密
な
再
吟
味
の
要
が
あ
る
｡

さ
て
'
三
巻
本
系
の
｢
方
弘
は
｣
段
の
｢
供
に
あ
り
-
も
の
ど
も
の
'
び
び

し
き
を
呼
び
よ
せ
て
｣
と
い
う
-
だ
り
は
､
右
に
述
べ
た
よ
う
に
'
十
分
納
得

出
来
る
も
の
で
あ
り
'
本
文
に
不
審
な
所
は
な
い
｡
だ
が
'
同
じ
三
巻
本
系
の

中
で
'
内
閣
文
庫
蔵
本
の
よ
う
に
｢
ひ
と
　
-
　
し
き
｣
と
あ
る
も
の
'
陽
明
文

庫
蔵
本
の
よ
う
に
｢
ひ
さ
し
き
｣
と
あ
る
も
の
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
も
'
問

題
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
｡
こ
の
｢
ひ
と
　
-
　
し
き
｣
は
'
伝
能
因
本
系
の

本
文
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
『
源
氏
物
語
』
の
伝
本
の
中
で
も
､

I

全
体
と
し
て
は
背
表
紙
本
系
で
あ
る
の
に
'
所
々
の
語
句
に
河
内
本
系
の
本
文

を
影
響
的
な
関
係
で
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
l
敦
が
少
な
-
な
い
｡
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
う
｡
｢
ひ
さ
し
き
｣
　
は
誤
写
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
字
形
か
ら
考
え
る
と
'
こ
の
｢
ひ
と
-
＼
し
き
｣

か
ら
の
写
し
ひ
が
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
｢
ひ
ゝ
し
き
｣
　
か
ら
で
は
こ
の

誤
写
は
'
多
分
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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と
こ
ろ
で
'
右
の
三
巻
本
系
の
本
文
に
対
し
'
産
能
因
本
系
の
そ
れ
は
'

ま
さ
ひ
ろ
は
い
み
し
-
人
に
わ
ら
は
る
～
物
'
を
や
い
か
に
き
く
ら
ん
｡

と
も
に
あ
り
-
物
と
も
人
-
1
し
き
を
よ
ひ
よ
せ
て
'
｢
な
に
し
に
か
ゝ

る
物
に
は
つ
か
は
る
～
そ
'
い
か
～
お
は
ゆ
る
｣
な
と
わ
ら
ふ
｡

｢
わ
ら
は
る
～
物
｣
の
下
に
｢
か
な
｣
が
あ
り
'
｢
を
や
い
か
に
｣
が
｢
お
や

な
ど
い
か
に
｣
と
あ
β
慶
安
刊
本
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
あ
る
い
は
三
巻
本
系
の

影
響
に
よ
る
修
正
が
加
わ
っ
て
い
よ
う
｡
問
題
は
申
す
ま
で
も
な
く
'

人
-
-
1
し
き
を
よ
ひ
よ
せ
て

の
所
で
あ
る
｡
意
味
は
よ
-
わ
か
る
｡
｢
ひ
と
び
と
し
き
｣
と
は
'
人
並
み
で

あ
る
'
普
通
の
人
と
比
べ
て
劣
る
所
が
な
い
'
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
'
こ

の
語
が
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
人
中
に
出
て
恥
ず
か

し
-
な
い
状
態
を
表
わ
す
も
の
で
'
『
枕
草
子
』
　
の
｢
虫
は
｣
段
の
例
は
擬
人

法
で
'
蝿
に
つ
い
て
｢
ひ
と
び
と
し
う
､
か
た
き
な
ど
に
す
べ
き
も
の
の
大
き

さ
に
あ
ら
ね
ど
｣
と
あ
る
の
は
'
人
な
ら
ば
､
身
の
程
と
か
身
分
と
か
を
評
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
『
源
氏
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
の
用
例
は
'
官
位
や
社

会
的
地
位
が
人
に
恥
じ
な
い
程
に
り
っ
ば
だ
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
｡
と
す
る
と
'
｢
方
弘
は
｣
段
の
　
｢
ひ
と
び
と
し
き
｣
　
は
他
の
物
語
の

類
に
見
え
る
の
と
は
'
い
さ
さ
か
色
あ
い
を
異
に
す
る
｡
そ
の
容
姿
や
所
作
が

人
の
中
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
-
な
い
程
度
に
り
っ
ば
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
が
'
軽
輩
の
方
弘
の
'
そ
の
ま
た
供
人
に
対
し
て
　
｢
ひ
と
び
と
し
｣
と

は
'
い
さ
さ
か
異
色
の
表
現
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
も
副
詞
｢
い
と
｣

を
冠
し
て
｢
い
と
ひ
と
び
と
し
き
｣
と
し
た
の
は
'
個
人
的
文
体
の
か
か
わ
り

を
考
え
て
も
や
は
り
多
少
の
抵
抗
は
感
じ
る
｡
次
に
引
-
『
字
津
保
』
の
｢
菊

の
宴
｣
の
藤
英
の
憤
慨
し
て
言
う
詞
'

恥
を
捨
て
名
を
顧
み
ず
出
で
立
ち
て
'
時
の
上
達
部
に
見
え
知
ら
れ
し
か

ば
こ
そ
'
い
さ
さ
か
浮
か
み
､
ひ
と
び
と
し
-
も
な
れ
｡
そ
ば
'
二
つ
は

し
や
う

天
道
'
1
つ
は
学
生
の
カ
な
り
｡

な
ど
に
見
ら
れ
る
表
現
'
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
の
｢
胡
蝶
｣
の
巻
の
'
源

氏
が
玉
豊
の
姫
君
の
身
の
上
に
対
す
る
配
慮
を
示
す
｡

ま
だ
若
々
し
う
何
と
な
き
程
に
'
こ
こ
ら
年
産
給
へ
る
御
中
に
さ
し
出
で

給
は
む
こ
と
は
い
か
が
と
'
恩
ひ
め
ぐ
ら
し
侍
る
｡
な
は
'
世
の
人
の
あ

め
る
か
た
に
定
ま
り
て
こ
そ
は
'
ひ
と
び
と
し
う
'
さ
る
べ
き
つ
い
で
も

も
の
し
給
は
め
と
恩
ふ
を
云
云
｡

と
い
う
表
現
な
ど
と
並
べ
て
見
る
と
'
方
弘
の
供
を
す
る
下
衆
の
お
の
こ
に

｢
ひ
と
び
と
し
き
｣
と
い
う
評
語
は
'
必
ず
し
も
動
か
ぬ
表
現
と
は
言
え
な
い

よ
う
な
気
が
す
る
｡

そ
こ
に
対
立
す
る
異
文
｢
び
び
し
き
｣
　
が
出
て
来
る
可
能
性
が
あ
っ
た
ろ

う
｡
語
義
は
同
じ
で
な
い
が
'
｢
り
っ
ば
だ
｣
と
い
う
表
現
的
意
味
は
'
｢
ひ
と

び
と
し
｣
か
ら
も
｢
び
び
し
｣
か
ら
も
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
｡
表
現
の
色
あ

い
は
'
勿
論
か
な
り
に
異
な
る
｡
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
'
｢
び
び
し
｣
　
の
方
が

掻
い
｡
身
分
と
か
官
位
と
か
が
恥
ず
か
し
-
な
い
程
度
に
よ
く
な
っ
た
さ
ま
を

｢
び
び
し
｣
と
評
す
る
こ
と
は
な
い
｡
も
っ
と
軽
い
事
が
ら
に
つ
い
て
'
窺
い

語
気
で
'
｢
よ
き
程
で
あ
る
｣
と
か
'
｢
程
よ
い
｣
と
か
批
評
し
て
い
る
場
合
が

多
い
｡
『
晴
蛤
日
記
』
下
巻
の
'
兼
家
の
ふ
み
'

八
月
待
つ
程
は
'
そ
こ
に
び
び
し
う
も
て
な
し
給
ふ
と
か
世
に
い
ふ
め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

と
い
う
表
現
例
も
'
道
綱
母
が
養
女
に
求
婚
す
る
右
馬
頭
遠
皮
(
兼
家
の
東
)

で
は
'
四
位
五
位
六
位
の
中
で
す
こ
し
人
々
し
い
者
だ
け
が
集
ま
っ
た
と
い
う
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を
考
え
て
も
や
は
り
多
少
の
抵
抗
は
感
じ
る
U
次
に
引
く
書
.
普

ーノ‥

と
い
う
表
現
例
も
'
道
綱
母
が
養
女
に
求
婚
す
る
右
馬
頭
遠
皮
(
兼
家
の
弟
)

を
程
よ
く
あ
し
ら
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
ら
し
く
　
か
ら
か
い
と
取
れ
る
｡

｢
方
弘
は
｣
段
の
表
現
も
'
｢
い
と
び
び
し
き
｣
な
ら
ば
方
弘
の
供
の
お
の
こ

が
'
そ
の
程
度
の
身
分
の
者
と
し
て
は
な
か
な
か
り
っ
ば
で
あ
る
､
難
点
が
な

い
と
い
う
批
評
と
解
さ
れ
る
｡

供
に
あ
り
く
も
の
い
と
ひ
と
び
と
し
き
を

供
に
あ
り
く
も
の
の
い
と
び
び
し
き
を

と
並
べ
て
見
る
と
'
強
い
て
い
ず
れ
か
が
誤
り
と
も
断
じ
が
た
い
｡
文
章
の
推

故
か
'
ま
た
は
修
正
か
に
よ
っ
て
生
じ
た
'
対
立
し
た
異
文
で
あ
る
と
考
え
た

く
な
る
｡
先
後
も
断
定
し
が
た
い
が
'
文
章
表
現
と
し
て
は
'
や
や
後
者
の
方

が
落
ち
着
い
て
来
て
い
る
か
に
'
私
は
感
じ
る
の
で
あ
る
｡

従
っ
て
'
三
巻
本
を
本
文
に
立
て
て
読
む
場
合
に
は
'
右
の
-
だ
り
は
｢
び

び
し
き
を
｣
に
従
う
べ
き
で
'
｢
ひ
と
び
と
し
き
を
｣
　
に
置
き
換
え
る
の
は
妥

当
で
な
い
と
思
う
｡
能
因
本
を
立
て
る
立
場
で
は
'
勿
論
｢
ひ
と
び
と
し
き

を
｣
　
に
従
っ
て
解
読
す
べ
き
で
あ
る
が
'
私
の
感
じ
か
ら
敢
え
て
言
う
な
ら

ば
'
こ
の
場
面
で
は
'
｢
い
と
ひ
と
び
と
し
き
を
｣
　
で
は
表
現
が
い
さ
さ
か
仰

々
し
す
ぎ
る
｡
｢
ひ
と
び
と
し
｣
は
'
た
だ
｢
人
並
み
だ
｣
　
と
い
う
表
現
に
用

い
た
例
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
'
か
な
り
に
位
階
も
高
-
な
り
'
人
に
重
ん

ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
例
が
多
い
か
ら
で
'
文
章
生

出
身
の
若
い
六
位
の
蔵
人
の
そ
の
ま
た
供
を
し
て
あ
る
-
下
衆
お
の
こ
を
評
す

る
に
は
'
い
か
に
も
重
々
し
す
ぎ
る
｡
『
枕
草
子
』
　
の
用
例
に
し
て
も
'

頭
の
中
将
の
と
の
ゐ
所
に
'
す
こ
し
ひ
と
び
と
し
き
限
り
'
六
位
ま
で
集

ま
り
て
'
(
頭
の
中
将
の
)

で
は
'
四
位
五
位
六
位
の
中
で
す
こ
し
人
々
し
い
者
だ
け
が
集
ま
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
｡

｢
方
弘
は
｣
段
は
'
こ
の
あ
と
も
い
ろ
い
ろ
と
解
釈
に
問
題
の
あ
る
箇
所
の

多
い
一
段
で
あ
る
.
能
因
本
と
三
巻
本
と
の
対
立
す
る
異
文
が
か
ら
ん
で
'
わ

れ
わ
れ
を
去
就
の
判
断
に
苦
し
ま
せ
る
.
右
の
1
節
に
続
い
て
､

し

た

が

さ

ね

う

へ

の

き

ぬ

も
の
い
と
よ
く
す
る
あ
た
り
に
て
'
下
襲
の
色
'
砲
な
ど
も
'
人
よ
り

も
よ
く
て
着
た
る
を
ば
(
三
巻
本
･
古
典
全
書
に
よ
る
)

と
あ
る
ま
で
は
'
て
に
を
は
の
違
い
程
度
で
､
問
題
に
す
る
程
の
対
立
は
な
い

が
'
そ
の
あ
と
の
1
節
が
厄
介
で
あ
る
｡

紙
燭
さ
し
つ
け
焼
き
'
あ
る
は
'
人
々
｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
着
せ
ば
や
｣

こ
と
ば

な
ど
い
ふ
に
｡
げ
に
ま
た
詞
づ
か
ひ
な
ど
あ
や
し
き
｡
(
同
上
)

古
典
全
書
の
校
注
で
は
｢
な
ど
い
ふ
に
｣
で
句
と
L
t
　
こ
こ
で
文
が
切
れ
る

と
さ
れ
る
｡
同
じ
三
巻
本
を
立
て
た
古
典
文
学
大
系
で
は
｢
な
ど
い
ふ
に
｣
で

読
点
と
し
て
下
文
に
続
け
ら
れ
る
｡
全
書
で
は
　
｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
着
せ
ば

や
｣
の
上
に
｢
人
々
｣
と
注
記
を
入
れ
て
い
る
か
ら
､
そ
の
上
の
｢
あ
る
は
｣

は
接
読
詞
と
見
な
い
で
'
｢
あ
る
人
々
は
｣
　
の
意
を
な
す
と
見
ら
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
｡

｢
紙
燭
さ
し
つ
け
(
て
)
焼
き
'
あ
る
は
-
｣
と
い
う
続
け
か
た
で
'
｢
あ
る

は
｣
を
そ
の
よ
う
に
取
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡
折
角
よ
-
仕
立
て
ら
れ
た

装
束
に
紙
燭
の
火
を
さ
し
つ
け
て
焼
き
こ
が
し
た
り
す
る
そ
そ
っ
か
し
さ
は
'

方
弘
の
笑
わ
れ
る
種
で
あ
る
｡
そ
の
表
現
が
連
用
止
め
に
な
っ
て
い
て
､
そ
れ

を
｢
あ
る
は
｣
で
受
け
る
形
は
'
や
は
り
訓
読
語
脈
の
｢
或
は
｣
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
｡
『
枕
草
子
』
の
中
の
用
例
を
検
索
す
る
と
'
三
巻
本
に
は
二
例
'
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能
因
本
に
は
1
例
.
三
巻
本
の
中
の
他
の
一
例
は
'

昨
日
は
章
ひ
と
つ
に
あ
ま
た
乗
り
て
'
二
藍
の
直
衣
･
指
貫
'
あ
る
は
狩

衣
な
ど
乱
れ
て
'
す
だ
れ
解
き
お
ろ
し
'
物
狂
は
し
き
ま
で
見
え
し
き
ん

だ
ち
の
-
(
見
る
物
は
)

と
'
明
ら
か
に
接
続
詞
で
'
上
の
句
の
叙
述
ま
た
は
言
い
表
わ
し
と
同
列
に
並

ぶ
表
現
に
な
っ
て
い
る
｡
や
や
こ
し
い
説
明
を
試
み
る
な
ら
ば
'
不
特
定
の
中

の
一
つ
と
し
て
指
し
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
｢
或
る
人
｣
　
｢
或
る

女
房
｣
｢
或
る
所
｣
　
な
ど
の
連
体
詞
と
し
て
扱
わ
れ
る
　
｢
或
る
｣
と
共
通
の
意

義
素
を
含
ん
で
い
る
｡

｢
方
弘
は
｣
段
の
｢
あ
る
は
｣
を
'
｢
或
る
人
々
は
｣
の
よ
う
な
意
味
に
取
る

こ
と
は
倒
底
無
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

紙
燭
さ
し
つ
け
(
て
)
焼
き

こ
れ
を
こ
と
人
に
着
せ
ぼ
や
な
ど
い
ふ

の
二
項
は
'
同
じ
方
向
に
並
列
し
た
二
項
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
上

の
叙
述
が
方
弘
の
そ
そ
つ
か
つ
し
い
行
動
で
あ
る
か
ら
'
下
の
叙
述
の
主
格
も

方
弘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
古
典
全
書
で
は
｢
こ
と
人
に
着
せ
ば
や
｣
な
ど

言
う
の
は
人
々
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
従
っ
て
｢
人
人
｣
と
割
注
を
挿
入
し
て

あ
る
が
'
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
て
見
た
が
'
｢
あ
る
は
｣
　
で
つ
な
い
だ
文
型
が
ま

る
で
生
き
て
来
な
い
｡
｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
着
せ
ば
や
｣
　
な
ど
言
っ
た
の
は
'

や
は
り
方
弘
で
あ
る
｡
奇
怪
と
さ
え
思
わ
れ
る
方
弘
の
放
言
で
あ
る
｡
思
う
に

方
弘
は
'
人
よ
り
も
良
-
仕
立
て
ら
れ
た
装
束
が
嬉
し
く
て
'
や
た
ら
に
吹
聴

L
t
｢
こ
れ
を
他
の
人
々
に
も
着
せ
て
や
り
た
い
も
の
だ
よ
｣
な
ど
言
っ
た
り

す
る
｡
そ
れ
が
女
房
族
の
笑
い
を
誘
う
の
で
あ
る
｡
と
す
る
と
'
｢
な
ど
い
ふ

に
｣
で
句
に
し
て
文
を
切
る
必
要
は
な
く
な
る
｡

何
よ
り
も
注
意
す
べ
き
1
点
は
'
伝
能
因
本
の
本
文
で
は
'

｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
き
か
せ
ば
や
｣
　
な
ど
'
げ
に
ぞ
こ
と
ば
づ
か
ひ
な
ど

の
あ
や
し
き
｡

と
な
っ
て
い
る
｡
｢
紙
燭
さ
し
つ
け
(
て
)
焼
き
｣
　
が
な
い
か
ら
'
従
っ
て
接

続
詞
｢
あ
る
は
｣
も
な
い
｡
｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
聞
か
せ
ば
や
｣
は
'
文
脈
の

上
か
ら
方
弘
の
詞
と
し
な
い
と
解
釈
出
来
な
い
｡
小
学
館
刊
日
本
古
典
文
学
全

集
の
校
注
に
は
'
こ
の
条
に
つ
い
て
'

不
審
｡
三
本
系
の
多
-
の
本
は
｢
着
せ
ば
や
｣
｡
そ
れ
に
従
え
ば
'
｢
こ
れ

を
云
云
｣
は
人
々
の
こ
と
ば
と
な
る
｡
底
本
の
ま
ま
と
し
て
'
仮
り
に
方

弘
が
自
慢
し
て
い
る
こ
と
ば
と
解
す
る
｡
下
の
｢
げ
に
ぞ
云
云
｣
は
こ
れ

を
う
け
た
も
の
と
み
る
｡

と
説
い
て
あ
る
｡
大
筋
は
こ
の
校
注
者
松
尾
聡
･
永
井
和
子
両
氏
の
考
え
ら
れ

た
通
り
で
あ
る
｡
た
だ
'
三
巻
本
系
の
本
文
に
従
っ
て
も
'
そ
の
文
脈
か
ら
は

｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
着
せ
ば
や
｣
　
は
方
弘
の
自
慢
の
放
言
と
し
か
取
り
よ
う
が

な
い
こ
と
'
上
述
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
能
因
本
系
も
三
巻
本
系
も
こ
の
く
だ
り

は
同
じ
方
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
こ
れ
を
こ
と
人
に
聞
か
せ
ば
や
｣

な
ら
ば
'
こ
の
装
束
の
み
ご
と
さ
を
誰
彼
に
も
吹
聴
し
て
や
り
た
い
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
L
t
｢
着
せ
ば
や
｣
の
方
で
も
'
こ
れ
を
他
の
人
に
も
着
せ
て
見
た

い
も
の
だ
と
'
方
弘
が
手
放
し
で
の
ろ
け
て
い
る
と
し
か
取
り
よ
う
は
な
い
｡

さ
て
そ
の
｢
き
か
せ
ば
や
｣
｢
き
せ
ば
や
｣
　
が
伝
流
の
問
に
生
じ
た
書
写
の
誤

り
に
よ
る
も
の
か
'
初
稿
と
修
補
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
か
'
異
文

発
生
の
原
因
は
速
断
し
が
た
い
｡

リ
ム

.
T
L
t
)
∩
ノ
こ
つ
･
↓

つ

ま
ゝ
つ
l
 
r
よ
｣
.
　
ノ
A
　
ノ
h
よ
A
r
ク
､
司
系

父
か
七
T
で
は
観
山
氏
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す
る
｡
そ
れ
が
女
房
族
の
笑
い
を
誘
う
の
で
あ
る
｡
と
す
る
と
'
｢
な
ど
い
ふ

発
生
の
原
因
は
速
断
し
が
た
い
｡

｢
方
弘
は
｣
段
は
'
こ
の
あ
と
の
-
だ
り
に
つ
い
て
も
-
わ
し
-
考
え
て
み

る
必
要
は
感
じ
て
い
る
が
'
諸
家
の
す
ぐ
れ
た
考
証
や
解
釈
が
あ
る
の
で
'
そ

れ
に
譲
っ
て
こ
の
稿
で
は
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
を
は
ば
か
っ
て
省
か
せ
て
い

た
だ
く
｡

二
　
や
や
方
弘
が
き
た
な
き
物
ぞ

｢
殿
上
の
名
対
面
こ
そ
｣
段
の
後
半
に
'
源
方
弘
の
笑
わ
れ
る
話
が
出
て
い

る
｡
古
典
全
書
で
は
五
四
段
'
古
典
文
学
全
集
で
は
五
八
段
で
あ
る
か
ら
'

｢
方
弘
は
｣
段
よ
り
も
前
に
置
か
れ
て
い
る
が
'
両
者
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が

り
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
段
に
も
'
伝
能
因
本
系
と
三
巻
本
系
と
に
多
少
の
本
文
の
違
い
が
あ

り
'
問
題
も
あ
る
が
'
こ
こ
で
特
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
｡
た
だ
'
こ
の
段

の
末
節
'
方
弘
が
御
厨
子
所
の
御
膳
棚
に
杏
を
置
い
て
騒
が
れ
た
話
を
書
い
た

1
文
は
'
私
に
は
い
ろ
ん
な
面
か
ら
問
題
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
.

第
1
は
'
伝
能
因
本
･
三
巻
本
両
系
の
本
文
の
対
立
で
あ
る
.
第
二
は
｢
方

弘
が
き
た
な
き
物
ぞ
｣
と
表
現
が
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
｡
第
三
に
は
'
源

方
弘
と
い
う
若
者
の
持
つ
　
｢
物
言
ひ
を
か
し
き
｣
　
男
の
性
格
の
問
題
が
あ
ろ

う
｡

第
1
に
は
'
な
る
べ
く
簡
略
に
触
れ
て
置
こ
う
｡
能
因
本
と
三
巻
本
と
で

は
'
両
者
を
校
合
し
て
1
つ
の
校
定
本
を
作
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
'
勿
論
不

可
能
で
あ
る
｡
能
因
本
は
能
因
本
で
そ
の
本
来
の
姿
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
L
t
同
様
に
三
巻
本
も
三
巻
本
系
統
の
伝
本
の
中
で
ま
ず
本
来
の
姿
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
同
系
本
の
比
較
の
中
で
は
倒
底
埋
ま

ら
な
い
欠
陥
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
他
系
統
の
伝
本
と

の
比
較
が
'
そ
の
欠
陥
の
あ
り
か
た
を
示
唆
し
て
く
れ
る
場
合
も
当
然
存
在
す

る
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
そ
ち
ら
の
方
が
わ
か
り
易
い
か
ら
と
い
う
の
で
'
短
絡

的
に
他
系
統
伝
本
の
詞
句
を
取
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
'
『
枕
草
子
』
の
本

文
の
よ
う
に
相
互
に
異
な
る
成
立
過
程
を
経
て
成
立
し
i
j
い
-
つ
か
の
系
統
の

本
文
が
対
立
し
て
い
る
作
品
に
対
し
て
は
'
十
分
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
前
に
論
じ
た
三
巻
本
の
｢
び
び
し
｣
を
'
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
だ
け
で

能
因
本
の
｢
ひ
と
び
と
し
｣
を
採
用
し
て
置
き
換
え
る
こ
と
の
可
否
な
ど
の
問

題
も
'
そ
の
一
例
で
あ
る
｡
し
か
も
な
お
能
因
本
と
三
巻
本
と
の
両
系
の
本
文

を
比
較
し
て
見
る
こ
と
で
'
両
者
の
表
現
'
文
脈
の
基
底
に
は
共
通
し
た
方
向

が
認
め
ら
れ
'
そ
の
方
向
を
準
え
な
い
範
囲
内
で
'
語
柔
の
選
択
･
変
更
が
な

さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
｡

｢
殿
上
の
名
対
面
こ
そ
｣
段
の
最
終
節
を
'
古
典
全
書
(
三
巻
本
)
と
古
典
文

学
全
集
(
能
田
本
)
と
に
よ
っ
て
並
べ
て
引
い
て
見
る
.

み

ず

し

お

も

の

だ

な

く

つ

御
厨
子
所
の
御
膳
棚
に
沓
お
き
て
い
ひ
の
の
し
ら
る
る
を
'
い
と
ほ
し
が

た

と

の

も

り

づ

か

さ

り
て
'
｢
誰
が
沓
に
か
あ
ら
む
'
え
知
ら
ず
｣
と
主
殿
司
'
人
々
な
ど
の

ま
さ
ひ
ろ

い
ひ
け
る
を
'
方
弘
｢
や
や
'
方
弘
が
き
た
な
き
も
の
ぞ
｣
と
て
'
い
と

ど
さ
わ
が
る
o
(
古
典
全
書
･
1
三
九
頁
)

み

ず

し

ど

こ

ろ

　

(

マ

マ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

く

つ

御
厨
子
所
の
お
も
だ
な
と
い
ふ
物
に
'
沓
置
き
て
'
は
ら
へ
の
の
し
る

た

と

の

を
'
い
と
ほ
し
が
り
て
'
｢
誰
が
沓
に
か
あ
ら
む
｡
え
知
ら
ず
｣
と
'
主

も
り
づ
か
さ

殿
司
'
人
々
の
言
ひ
け
る
を
'
｢
や
や
'
方
弘
が
き
た
な
き
物
ぞ
や
｣
｡
と
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り
に
き
て
も
'
い
と
さ
わ
か
し
｡
(
古
典
文
学
全
集
二
四
八
頁
)

三
巻
本
系
の
方
が
文
字
面
も
整
っ
て
い
て
文
意
も
よ
-
通
ず
る
｡
能
因
本
系

で
は
｢
は
ら
へ
の
の
し
る
を
｣
の
所
が
'
や
は
り
無
理
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡

同
系
で
は
慶
安
刊
本
だ
け
が
｢
い
ひ
の
～
し
る
｣
と
あ
る
(
校
本
枕
冊
子
に
よ

る
)
が
､
そ
れ
は
他
系
統
本
に
よ
る
校
訂
の
加
わ
っ
た
も
の
か
と
推
察
さ
れ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
で
も
な
お
､
｢
い
ひ
の
～
し
る
｣
を
｢
ハ
ー
ブ
へ
の

ゝ
し
る
｣
正
'
仮
名
の
字
形
か
ら
写
し
誤
っ
た
の
が
'
能
因
本
系
の
こ
こ
の
異

文
の
源
流
と
な
っ
た
公
算
が
や
は
り
最
も
大
き
い
｡
次
に
こ
の
章
の
末
尾
の

や
ゝ
ま
さ
ひ
ろ
が
き
た
な
き
も
の
そ
や
と
り
に
き
て
も
い
と
さ
は
か
し

(
校
本
枕
冊
子
に
よ
る
)

で
あ
る
が
'
こ
の
ま
ま
で
は
'
文
の
流
れ
も
悪
い
L
t
　
｢
い
と
さ
わ
が
し
｣
で

は
'
方
弘
の
何
か
に
つ
け
て
人
を
笑
わ
せ
る
奇
怪
な
言
動
を
叙
し
た
文
と
し
て

落
ち
着
か
な
い
｡
こ
こ
も
'
原
形
は
三
巻
本
系
の

や
ゝ
ま
さ
ひ
ろ
が
き
た
な
き
も
の
そ
と
て
も
い
と
～
さ
ば
が
る
(
同
)

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
伝
本
の
文
字
面
を
一
応
重
ん

ず
べ
き
で
あ
る
が
'
伝
写
の
問
に
さ
ま
ざ
ま
の
誤
写
･
混
乱
が
生
ず
る
可
能
性

は
十
分
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

方
弘
が
御
厨
子
所
の
御
膳
棚
に
沓
を
置
い
た
の
は
'
そ
の
無
神
経
さ
無
頓
着

さ
を
示
す
奇
行
で
あ
ろ
う
.
殿
守
司
は
後
宮
十
二
司
の
7
つ
で
あ
り
'
そ
こ
に

属
す
る
女
官
た
ち
で
あ
る
｡
御
膳
棚
に
置
か
れ
た
杏
を
発
見
し
て
わ
い
わ
い
が

や
が
や
言
ひ
騒
い
で
い
る
の
も
'
御
厨
子
所
に
居
た
女
官
た
ち
で
あ
ろ
う
｡

｢
い
と
ほ
し
が
り
て
｣
と
あ
る
表
現
か
ら
見
る
U
r
ま
た
し
て
も
あ
の
方
弘
?

と
大
方
の
察
し
は
つ
け
た
上
で
'
そ
れ
と
な
-
か
ば
っ
て
や
ろ
う
と
,
｢
誰
の

か
知
ら
｣
｢
わ
か
ら
な
い
わ
｣
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
方
弘
が
そ
っ
と
始
末

を
す
れ
ば
よ
い
の
に
'
却
っ
て
大
き
な
声
を
出
し
て
｢
や
や
っ
'
方
弘
の
き
た

な
い
物
で
ご
ざ
り
ま
す
る
ぞ
｣
な
ど
と
言
っ
て
'
い
よ
い
よ
笑
い
の
渦
を
大
き

く
し
た
の
で
あ
る
｡
大
体
の
文
表
現
が
'
こ
の
方
向
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
動

か
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

第
二
点
に
つ
い
て
だ
が
'
私
は
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
.

｢
や
や
'
方
弘
が
き
た
な
き
物
ぞ
｣
と
い
う
方
弘
の
物
言
い
が
'
女
房
た
ち
の

笑
い
を
爆
発
さ
せ
る
何
物
か
を
投
げ
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
,
こ
れ
は
私
の

直
感
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
た
｡
｢
き
た
な
き
物
｣
と
い
う
連
語
形
態
に
,
当

時
の
語
嚢
の
中
で
'
或
る
種
の
慣
用
語
的
性
格
が
生
じ
っ
つ
あ
っ
た
か
に
思
わ

れ
る
｡
方
弘
は
そ
ん
な
事
は
知
ら
ず
に
'
単
純
に
｢
汚
な
い
物
｣
と
い
う
原
義

通
り
の
表
現
で
'
自
分
の
杏
を
そ
う
表
現
し
た
｡
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
は
ず
で

ぁ
る
が
'
女
房
た
ち
に
は
｢
き
た
な
き
物
｣
と
い
う
連
語
形
態
か
ら
,
別
個
の

連
想
を
誘
発
さ
れ
た
｡
そ
れ
が
笑
い
の
輪
を
拡
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
｡

『
芋
津
保
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
と
'
下
着
の
こ
と
を
娩
曲
に
｢
き
た
な
い

物
｣
と
表
現
し
た
所
が
あ
っ
て
'
そ
れ
は
も
は
や
｢
き
た
な
き
｣
｢
物
｣
と
い

ぅ
語
の
原
義
の
ま
ま
の
表
現
で
な
-
て
'
き
た
な
-
な
く
て
も
'
つ
ま
り
き
れ

い
に
洗
濯
さ
れ
て
い
て
も
'
下
着
'
下
の
袴
の
類
を
直
接
的
望
ロ
う
こ
と
を
避

け
て
｢
き
た
な
き
物
｣
｢
き
た
な
い
物
｣
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ

る
｡
『
宇
津
保
』
で
あ
る
か
ら
'
『
枕
』
よ
り
も
先
行
す
る
文
献
で
あ
る
｡
方
弘

発
言
の
場
合
'
方
弘
が
ど
ん
な
つ
も
り
で
言
っ
た
か
ば
女
房
た
ち
に
わ
か
ら
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
何
も
わ
ざ
わ
ざ
｢
方
弘
が
き
た
な
き
物

類
を
異
に
す
る
｡
厚
顔
無
恥
な
放
言
を
す
る
が
､
至
っ
て
罪
の
な
い
'
人
を
傷
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｢
い
と
ほ
し
が
り
て
｣
と
あ
る
表
現
か
ら
見
る
と
'
ま
た
し
て
も
あ
の
方
弘
?

発
言
の
場
合
'
方
弘
が
ど
ん
な
つ
も
り
で
言
っ
た
か
ば
女
房
た
ち
に
わ
か
ら
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
何
も
わ
ざ
わ
ざ
　
｢
方
弘
が
き
た
な
き
物

ぞ
｣
な
ど
言
わ
な
-
て
も
'
こ
と
ば
ず
-
な
に
｢
や
や
'
方
弘
が
ぞ
｣
と
だ
け

で
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
方
弘
の
い
さ
さ
か
持
っ
て
廻
っ
た
表
現
が
'
本

人
と
し
て
は
娩
曲
に
言
っ
た
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
が
､
女
房
た
ち
に
は
'
い

か
に
も
奇
妙
な
'
滑
稽
な
も
の
に
響
い
た
の
で
は
な
い
｡
こ
れ
が
私
の
早
く
か

ら
考
え
て
来
た
仮
説
で
あ
る
｡

こ
の
｢
き
た
な
き
も
の
｣
　
｢
き
た
な
い
も
の
｣
　
と
い
う
連
語
形
態
の
意
味
請

的
な
考
証
に
つ
い
て
は
'
次
項
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
'
第
三
の
｢
物
言
ひ
を

か
し
き
男
｣
と
し
て
の
方
弘
に
つ
い
て
'
簡
略
に
言
及
し
て
置
き
た
い
｡

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
に
は
'
笑
話
を
多
-
集
め
て
い
る
が
'
そ
の
中

に
は
物
言
い
の
奇
怪
さ
で
人
を
笑
わ
せ
る
話
が
特
に
目
に
立
つ
｡
第
六
･
第
七

･
第
八
･
第
九
･
第
十
･
第
十
一
･
 
･
第
十
三
･
第
十
四
･
第
十
五
･
第
十
六
･

第
二
十
な
ど
に
は
'
｢
物
を
か
し
く
言
ふ
｣
｢
物
言
ひ
を
か
し
｣
　
｢
極
め
た
る
物

言
ひ
｣
　
｢
物
言
ひ
の
徳
｣
　
｢
を
か
し
-
言
ふ
｣
　
な
ど
の
評
語
が
集
中
的
に
見
え

る
｡

ナ

レ

モ

ノ

ヲ

カ

シ

ワ

ラ

此
ノ
元
輔
ハ
馴
者
ノ
'
物
可
咲
ク
云
テ
'
人
咲
ハ
ス
ル
翁
ニ
テ
有
ケ
レ

カ
ク

バ
'
此
モ
南
天
ク
云
フ
也
ケ
-
ト
ナ
ム
'
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
｡
(
第
六
)

お
も

『
今
昔
物
語
集
』
の
｢
物
言
ひ
｣
に
は
､
共
通
し
て
こ
の
｢
面
な
さ
｣
(
厚
顔

無
礼
)
が
あ
り
'
そ
れ
が
面
白
-
て
滑
稽
で
'
人
を
笑
わ
せ
る
所
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
｡
自
分
の
物
言
い
が
人
を
食
っ
た
厚
か
ま
し
さ
が
あ
る
こ
と
も
'
そ
れ

が
人
々
の
笑
い
を
爆
発
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
'
す
く
な
く
と
も
自
覚
は

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
笑
わ
せ
る
つ
も
り
で
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
'
笑
わ
せ
る
た
め
に
話
を
す
る
落
語
家
や
万
歳
師
と
は

類
を
異
に
す
る
｡
厚
顔
無
恥
な
放
言
を
す
る
が
'
至
っ
て
罪
の
な
い
'
人
を
傷

つ
け
る
所
の
な
い
､
常
に
笑
い
を
振
り
蒔
く
も
の
で
あ
っ
た
｡
人
々
は
そ
れ
を

期
待
こ
そ
す
れ
'
嫌
悪
感
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
『
今
昔

物
語
集
』
の
｢
物
言
ひ
｣
は
'
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
｡
弁

舌
の
達
者
な
人
物
の
意
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
注
意
を
払
っ
て
置
き
た
い
点
は
､

根
っ
か
ら
の
愚
鈍
で
は
'
｢
物
言
ひ
を
か
し
き
者
｣
　
と
言
ひ
は
や
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

『
枕
草
子
』
に
登
場
す
る
｢
い
み
じ
う
人
に
笑
は
る
る
者
｣
　
と
し
て
の
源
方

弘
は
'
こ
の
｢
物
言
ひ
を
か
し
き
者
｣
の
類
で
あ
っ
た
と
'
私
は
思
う
｡
彼
は

文
章
生
出
身
で
'
長
徳
二
年
に
蔵
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
に
二
十
二
歳
で
あ
っ
た

と
い
う
か
ら
､
1
応
才
の
あ
る
男
で
あ
る
｡
長
徳
三
年
に
は
修
理
亮
と
な
り
'

同
四
年
に
は
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
'
人
に
ぬ
き
ん
で
た
所
も
あ

る
.
中
宮
定
子
の
サ
ロ
ン
の
女
房
た
ち
の
眼
躍
触
れ
や
す
か
っ
た
時
期
は
お
そ

ら
-
彼
が
六
位
の
蔵
人
で
あ
っ
た
二
十
二
か
三
の
頃
で
ぁ
ろ
う
｡
そ
の
若
さ
が

女
房
た
ち
の
口
さ
が
な
い
品
定
め
の
対
象
と
な
り
や
す
か
っ
た
と
想
像
し
て
も

よ
ろ
し
い
か
と
患
う
L
t
　
多
分
物
馴
れ
な
い
で
あ
ろ
う
六
位
の
蔵
人
の
方
弘

が
､
女
房
た
ち
の
中
に
ま
じ
っ
て
も
物
お
じ
も
せ
ず
'
傍
若
無
人
に
ふ
る
ま

い
'
文
章
生
あ
が
り
の
学
生
っ
ぽ
い
物
言
い
を
す
る
の
が
'
面
白
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
｡

笹
の
葉
が
動
い
て
も
お
か
し
い
と
い
う
若
い
女
性
た
ち
で
あ
る
｡
相
手
が
理

ひ
と
ま
す
が
め
ふ
た
ま
す

解
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
お
か
ま
い
な
し
に
'
｢
一
升
瓶
に
二
升
は
入
る
や
｣

な
ど
と
､
女
房
た
ち
の
耳
に
な
じ
ま
な
い
俗
諺
ら
し
い
も
の
を
引
用
し
た
り
'

｢
か
ま
ど
に
豆
や
-
べ
た
ろ
｣
な
ど
と
'
中
国
の
古
詩
に
典
拠
の
あ
り
そ
う
な

Osaka Shoin Women's University Repository



-30-

表
現
を
し
た
り
'
そ
れ
を
聞
-
､
そ
れ
が
異
様
な
物
言
い
だ
と
い
う
だ
け
で
'

単
純
に
笑
っ
て
し
ま
う
の
が
女
房
た
ち
で
あ
る
｡
清
少
納
言
は
､
や
や
客
観
的

立
場
に
立
っ
て
'

な
で
ふ
こ
と
と
知
る
人
は
な
け
れ
ど
い
み
じ
う
笑
ふ
｡

と
書
い
て
い
る
｡
清
少
納
言
が
方
弘
の
言
動
を
お
か
し
く
感
じ
て
い
る
と
い
う

の
と
は
い
さ
さ
か
違
う
｡
方
弘
が
笑
わ
れ
る
事
'
そ
れ
が
お
か
し
い
の
で
あ

る
｡
笑
う
女
房
た
ち
も
'
彼
女
の
批
評
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
と

も
か
く
と
し
て
'
方
弘
が
女
房
た
ち
を
お
か
し
が
ら
せ
笑
わ
せ
た
の
は
'
彼
の

物
言
い
の
異
様
さ
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
み
や
び

の
風
に
な
じ
ま
な
い
'
文
章
生
出
身
を
丸
出
し
に
し
た
'
相
手
を
ま
る
で
意
識

し
て
い
な
い
物
の
言
い
方
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
､
『
今
昔
物
語
』
集
の
清

原
元
輔
ら
の
'
｢
物
を
か
し
-
言
ひ
て
人
笑
は
す
る
｣
そ
れ
と
'
同
類
で
あ
る
｡

三
　
連
語
｢
き
た
な
き
物
｣
の
表
現
性

文
字
通
り
に
は
き
た
な
い
物
は
き
た
な
い
物
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
特
に
狭

く
限
っ
て
何
物
か
を
意
味
す
る
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
だ

が
'
す
-
な
く
と
も
'
あ
ら
わ
に
そ
れ
と
言
う
の
を
避
け
て
'
娩
曲
に
暗
示
的

に
示
す
の
に
'
｢
き
た
な
き
物
｣
ま
た
は
｢
き
た
な
い
物
｣
と
い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
｡
｢
方
弘
が
き
た
な
き
物
ぞ
｣

i
Z
q
武

と
い
う
表
現
で
'
｢
き
た
な
き
物
｣
が
履
物
(
杏
)
を
さ
す
慣
用
語
で
あ
っ
た

i
m
武

と
い
う
解
釈
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
杏
を
さ
し
て
｢
き
た
な
き
物
｣

と
い
う
慣
用
が
あ
っ
た
か
と
い
う
事
も
問
題
に
な
る
｡
『
大
鏡
』
忠
平
伝
に
,

｢
き
た
な
き
物
｣
と
い
う
連
語
が
あ
っ
て
'
履
物
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
旧

説
で
'
こ
れ
に
従
っ
た
注
解
が
多
か
っ
た
が
'
こ
の
説
の
出
て
来
た
き
っ
か
け

は
『
枕
草
子
』
｢
殿
上
の
名
対
面
こ
そ
｣
段
の
解
釈
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
｡
旧
説
を
提
示
し
た
学
者
は
'
｢
き
た
な
き
物
｣
と
は
履
物
を

意
味
す
る
慣
用
語
で
あ
っ
た
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
『
大
鏡
』

の
場
合
は
'
履
物
説
は
場
面
か
ら
考
え
て
無
理
で
あ
る
｡
世
継
の
翁
が
,
小
1

か

ん

で

条
の
南
勘
解
由
の
小
路
の
あ
た
り
で
昔
忠
平
公
が
通
ら
れ
た
石
だ
た
み
を
よ
け

て
通
っ
て
泥
を
つ
け
て
し
ま
っ
て
｢
き
た
な
き
物
｣
も
こ
ん
な
に
な
っ
た
と
言

っ
て
引
き
出
し
て
見
せ
ろ
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
｡

ず
ち

今
日
も
参
り
侍
る
が
'
腰
の
い
た
-
侍
り
つ
れ
ば
術
な
-
て
ぞ
ま
か
り
通

り
つ
れ
ど
'
な
は
石
だ
た
み
を
ば
よ
き
て
ぞ
ま
か
り
つ
る
｡
南
の
つ
ら
の

ひ
じ

い
と
悪
し
き
泥
を
踏
み
こ
み
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
れ
ば
'
き
た
な
き
も
の
も
か

く
な
り
て
侍
る
な
り
｣
と
て
'
引
き
出
で
て
見
す
｡

雲
林
院
の
堂
の
中
で
対
坐
し
て
語
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
場
面
で
'
履
物
を

引
き
出
し
て
見
せ
る
と
い
う
の
は
変
で
あ
る
｡

こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
'
落
合
直
文
･
小
中
村
義
象
両
氏
合
著
の
『
大
鏡
詳

解
』
は
履
物
説
で
あ
る
が
'
佐
藤
球
氏
の
『
大
鏡
詳
解
』
に
は
'

旧
説
'
は
き
も
の
'
履
の
こ
と
と
い
へ
れ
ど
い
か
が
｡
衣
裳
を
謙
遜
し
て

汚
き
も
の
と
い
へ
る
な
る
べ
し
｡

と
あ
る
｡
履
物
説
に
比
す
れ
ば
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
'
こ
の
二
つ

の
著
述
の
あ
と
で
も
'
履
物
説
は
'
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
大
鏡
注
釈
の
主
流
と

な
っ
て
来
た
と
見
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
に
は
枕
草
子
注
釈
と
相
補
的

に
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
関
根
正
直
氏
の
『
枕
草
子
集
註
』
に
,

履
の
こ
と
｡
大
鏡
忠
平
伝
中
､
世
継
の
詞
に
も
屈
の
事
を
｢
き
た
な
き
物
｣

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
'
あ
ら
わ
に
そ
れ
と
直
指
し
て
言
う
こ

Osaka Shoin Women's University Repository



-31 -

ド
.
っ
如
朋
打

7

と
い
う
慣
用
が
あ
っ
た
か
と
い
う
事
も
問
題
に
な
る
｡
『
大
鏡
』
忠
平
伝
に
'

に
作
用
し
て
い
た
と
田
芸
れ
る
.
関
根
正
直
氏
の
『
枕
草
子
集
註
』
に
､

展
の
こ
と
｡
大
鏡
忠
平
伝
中
､
世
継
の
詞
に
も
底
の
事
を
｢
き
た
な
き
物
｣

と
い
へ
り
｡

と
注
し
て
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り
か
ら
'
｢
き
た
な
き
物
｣
　
は
履
物
の
意
の
慣
用

語
で
あ
っ
た
と
見
る
見
解
が
生
じ
て
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

と
こ
ろ
で
'
佐
藤
球
氏
『
大
鏡
詳
解
』
の
｢
衣
裳
を
謙
遜
し
て
汚
き
も
の
と

い
へ
る
な
る
べ
し
｣
説
も
'
ま
だ
す
っ
き
り
し
な
い
所
が
あ
っ
て
'
説
得
性
に

弱
さ
を
感
じ
さ
せ
る
'
謙
遜
し
た
表
現
だ
と
い
う
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
｡

保
坂
弘
司
氏
の
『
大
鏡
新
考
』
は
､
右
の
佐
藤
氏
の
衣
裳
説
を
可
と
し
て
'

｢
む
さ
く
る
し
い
着
物
｣
と
注
さ
れ
'

つ
ぎ
に
｢
引
き
出
で
～
見
す
｣
と
あ
る
か
ら
'
雲
林
院
の
聴
衆
の
前
で
の

動
作
と
し
て
'
着
物
の
裾
な
ど
の
よ
ど
れ
た
の
を
ひ
っ
ぼ
っ
て
見
せ
る
意

が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡

と
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る
｡
だ
が
'
お
の
れ
の
衣
裳
の
粗
末
さ
を
｢
き
た
な

き
物
｣
と
い
う
表
現
に
つ
な
ぐ
の
は
'
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な

慣
用
的
表
現
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
｡

さ
き
の
方
弘
の
場
合
は
'
足
に
穿
く
物
を
御
膳
棚
に
何
気
な
-
置
い
た
こ
と

を
恐
縮
し
て
'
こ
ん
な
き
た
な
い
物
を
置
い
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
と
'
あ
わ
て

て
言
っ
た
の
で
'
慣
用
的
表
現
と
は
お
そ
ら
-
無
縁
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
彼

が
感
違
い
を
し
て
'
｢
き
た
な
き
物
｣
　
と
い
う
よ
う
な
娩
曲
表
現
を
す
る
こ
と

が
み
や
び
な
物
言
い
だ
と
思
っ
て
言
っ
た
こ
と
が
'
場
面
に
不
調
和
で
､
女
房

た
ち
の
笑
い
に
輪
を
か
け
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡

『
宇
津
保
物
語
』
や
『
大
鏡
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
散
見
す
る
｢
き
た

な
き
物
｣
と
い
う
連
語
は
'
あ
る
種
の
慣
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
'
あ
ら
わ
に
そ
れ
と
直
指
し
て
言
う
こ

と
を
は
ば
か
る
場
合
に
'
娩
曲
な
表
現
で
そ
れ
に
代
え
ろ
と
い
う
種
類
の
も
の

で
あ
る
｡

『
宇
津
保
』
の
｢
蔵
閑
の
上
｣
巻
に
'
女
一
の
宮
御
産
の
あ
と
'
七
日
の
夜
'

仲
忠
が
宮
の
寝
所
に
入
る
-
だ
り
､

中
納
言
(
仲
忠
)
入
り
お
は
し
て
､
宮
の
烏
の
舞
見
給
ふ
と
て
御
帳
の
柱
を

お
さ
へ
て
立
ち
給
ひ
つ
る
を
'
｢
あ
な
見
苦
し
｡
な
ぞ
の
破
れ
子
持
ち
か

物
は
見
る
｣
と
て
'
引
き
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
'
｢
日
ご
ろ
は
'
き
た

ひ
と
こ
ろ

な
い
物
を
だ
に
引
き
解
か
ざ
り
つ
る
'
今
だ
に
｣
と
て
一
所
に
臥
し
給
ひ

ぬ
｡

と
い
う
描
写
が
あ
る
｡
｢
き
た
な
い
物
｣
は
文
字
通
り
の
汚
い
物
の
意
で
は
な

く
'
下
着
'
下
袴
の
類
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
和
歌
的
表
現
な
ら
ば

｢
下
紐
解
か
で
日
ご
ろ
経
に
け
る
｣
　
と
で
も
言
う
所
'
対
話
で
は
そ
れ
も
は
ば

か
ら
れ
て
'
右
の
よ
う
な
娩
曲
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

同
じ
く
｢
蔵
閑
の
中
｣
の
巻

｢
ま
こ
と
や
､
き
た
な
き
物
は
'
た
ま
は
り
侍
り
ぬ
｡
い
ぬ
は
い
か
が
｡

き
こ
え
た
り
し
や
う
に
や
｣

と
い
う
'
仲
忠
か
ら
女
1
の
宮
へ
の
ふ
み
の
詞
が
あ
る
.
女
1
の
宮
か
ら
｢
昨

日
の
装
束
ど
も
見
苦
し
か
っ
た
か
ら
｣
と
言
っ
て
'
別
の
衣
裳
を
送
っ
て
よ
こ

し
た
'
そ
の
手
紙
に
'
｢
こ
れ
も
も
と
著
し
に
ぞ
あ
な
る
｣
　
(
こ
れ
も
昔
着
馴

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
)
と
あ
っ
た
の
を
承
け
て
'
そ
れ
を
｢
き
た
な
き
物
｣
と

書
い
た
の
で
あ
る
｡
自
分
が
肌
身
に
つ
け
て
着
馴
れ
た
着
物
の
意
で
な
け
れ

ば
'
宮
が
昨
日
の
は
み
っ
と
も
な
い
か
ら
と
着
替
え
に
と
送
っ
て
よ
こ
し
た
も
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い
'
つ
如
朋
打

フ
｢

と
い
う
慣
用
が
あ
っ
た
か
と
い
う
事
も
問
題
に
な
る
｡
『
大
鏡
』
忠
平
伝
に
'

に
作
用
し
て
い
た
と
田
芸
れ
る
.
関
根
正
直
氏
の
『
枕
草
子
集
註
』
に
､

履
の
こ
と
｡
大
鏡
忠
平
伝
中
､
世
継
の
詞
に
も
底
の
事
を
｢
き
た
な
き
物
｣

と
い
へ
り
｡

と
注
し
て
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り
か
ら
'
｢
き
た
な
き
物
｣
　
は
履
物
の
意
の
慣
用

語
で
あ
っ
た
と
見
る
見
解
が
生
じ
て
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

と
こ
ろ
で
'
佐
藤
球
氏
『
大
鏡
詳
解
』
の
｢
衣
裳
を
謙
遜
し
て
汚
き
も
の
と

い
へ
る
な
る
べ
し
｣
説
も
'
ま
だ
す
っ
き
り
し
な
い
所
が
あ
っ
て
'
説
得
性
に

弱
さ
を
感
じ
さ
せ
る
'
謙
遜
し
た
表
現
だ
と
い
う
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
｡

保
坂
弘
司
氏
の
『
大
鏡
新
考
』
は
､
右
の
佐
藤
氏
の
衣
裳
説
を
可
と
し
て
､

｢
む
さ
く
る
し
い
着
物
｣
と
注
さ
れ
'

つ
ぎ
に
｢
引
き
出
で
～
見
す
｣
と
あ
る
か
ら
'
雲
林
院
の
聴
衆
の
前
で
の

動
作
と
し
て
'
着
物
の
裾
な
ど
の
よ
ど
れ
た
の
を
ひ
っ
ぼ
っ
て
見
せ
る
意

が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡

と
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る
｡
だ
が
'
お
の
れ
の
衣
裳
の
粗
末
さ
を
｢
き
た
な

き
物
｣
と
い
う
表
現
に
つ
な
ぐ
の
は
'
い
か
が
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な

慣
用
的
表
現
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
｡

さ
き
の
方
弘
の
場
合
は
'
足
に
穿
く
物
を
御
膳
棚
に
何
気
な
-
置
い
た
こ
と

を
恐
縮
し
て
'
こ
ん
な
き
た
な
い
物
を
置
い
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
と
'
あ
わ
て

て
言
っ
た
の
で
'
慣
用
的
表
現
と
は
お
そ
ら
-
無
縁
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
彼

が
感
違
い
を
し
て
'
｢
き
た
な
き
物
｣
　
と
い
う
よ
う
な
娩
曲
表
現
を
す
る
こ
と

が
み
や
び
な
物
言
い
だ
と
思
っ
て
言
っ
た
こ
と
が
'
場
面
に
不
調
和
で
､
女
房

た
ち
の
笑
い
に
輪
を
か
け
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡

『
宇
津
保
物
語
』
や
『
大
鏡
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
散
見
す
る
｢
き
た

な
き
物
｣
と
い
う
連
語
は
'
あ
る
種
の
慣
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
'
あ
ら
わ
に
そ
れ
と
直
指
し
て
言
う
こ

と
を
は
ば
か
る
場
合
に
'
娩
曲
な
表
現
で
そ
れ
に
代
え
ろ
と
い
う
種
類
の
も
の

で
あ
る
｡

『
字
津
保
』
の
｢
蔵
閑
の
上
｣
巻
に
'
女
一
の
宮
御
産
の
あ
と
'
七
日
の
夜
'

仲
忠
が
宮
の
寝
所
に
入
る
-
だ
り
'

中
納
言
(
仲
忠
)
入
り
お
は
し
て
､
宮
の
鳥
の
舞
見
給
ふ
と
て
御
帳
の
柱
を

お
さ
へ
て
立
ち
給
ひ
つ
る
を
'
｢
あ
な
見
苦
し
｡
な
ぞ
の
破
れ
子
持
ち
か

物
は
見
る
｣
と
て
'
引
き
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
'
｢
日
ご
ろ
は
'
き
た

ひ
と
こ
ろ

な
い
物
を
だ
に
引
き
解
か
ざ
り
つ
る
'
今
だ
に
｣
と
て
一
所
に
臥
し
給
ひ

ぬ
｡

と
い
う
描
写
が
あ
る
｡
｢
き
た
な
い
物
｣
は
文
字
通
り
の
汚
い
物
の
意
で
は
な

く
'
下
着
'
下
袴
の
類
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
和
歌
的
表
現
な
ら
ば

｢
下
紐
解
か
で
日
ご
ろ
経
に
け
る
｣
　
と
で
も
言
う
所
'
対
話
で
は
そ
れ
も
は
ば

か
ら
れ
て
'
右
の
よ
う
な
娩
曲
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

同
じ
く
｢
蔵
閑
の
中
｣
の
巻

｢
ま
こ
と
や
､
き
た
な
き
物
は
'
た
ま
は
り
侍
り
ぬ
｡
い
ぬ
は
い
か
が
｡

き
こ
え
た
り
し
や
う
に
や
｣

と
い
う
'
仲
忠
か
ら
女
1
の
宮
へ
の
ふ
み
の
詞
が
あ
る
｡
女
1
の
宮
か
ら
｢
昨

日
の
装
束
ど
も
見
苦
し
か
っ
た
か
ら
｣
と
言
っ
て
'
別
の
衣
裳
を
送
っ
て
よ
こ

し
た
'
そ
の
手
紙
に
'
｢
こ
れ
も
も
と
著
し
に
ぞ
あ
な
る
｣
　
(
こ
れ
も
昔
着
馴

れ
た
も
の
で
し
ょ
う
)
と
あ
っ
た
の
を
承
け
て
'
そ
れ
を
｢
き
た
な
き
物
｣
と

書
い
た
の
で
あ
る
｡
自
分
が
肌
身
に
つ
け
て
着
馴
れ
た
着
物
の
意
で
な
け
れ

ば
'
宮
が
昨
日
の
は
み
っ
と
も
な
い
か
ら
と
着
替
え
に
と
送
っ
て
よ
こ
し
た
も
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の
を
　
｢
き
た
な
き
物
｣
　
は
'
ま
さ
か
言
え
ま
い
｡
(
女
一
の
宮
の
ふ
み
の
詞

｢
こ
れ
も
も
と
き
し
に
ぞ
｣
は
古
典
全
書
･
古
典
文
学
大
系
は
｢
こ
れ
も
こ
と

さ
ら
に
ぞ
｣
と
あ
る
が
文
意
が
取
り
に
-
い
｡
前
田
家
本
等
に
従
い
た
い
｡
)

同
じ
-
｢
国
譲
の
中
｣
の
巻
'
女
二
の
宮
の
乳
母
が
宰
相
中
将
祐
澄
か
ら
憎

ち
れ
た
女
装
束
類
を
人
に
見
ら
れ
て
は
困
る
と
思
っ
て
'
里
か
ら
の
便
り
だ
と

ご
ま
か
す
所
が
あ
る
｡
-

｢
里
よ
り
'
洗
ひ
に
や
り
た
り
し
物
'
き
た
な
い
物
､
ひ
き
い
れ
て
持
て

来
た
り
｣
と
て
'
隠
し
て
云
云
｡

こ
の
　
｢
洗
ひ
に
や
り
た
り
物
｣
　
と
　
｢
き
た
な
い
物
｣
と
は
並
べ
て
あ
る
か

ら
'
｢
き
た
な
い
物
｣
は
特
に
人
に
見
ら
れ
て
は
困
る
物
'
即
ち
下
着
･
下
の

袴
の
類
を
指
す
娩
曲
表
現
で
あ
ろ
う
｡

『
宇
津
保
』
の
右
に
あ
げ
た
三
例
か
ら
推
し
て
考
え
る
と
'
｢
き
た
な
き
物
｣

は
そ
の
席
代
に
下
着
･
下
袴
の
類
を
指
し
て
言
う
慣
用
語
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡

勿
論
の
事
だ
が
'
｢
き
た
な
き
物
｣
　
が
連
語
と
し
て
'
単
語
相
当
の
形
態
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
｡
次
の
よ
う
な
例
は
'
区
別
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ

1

　

0

1
h
v

か
か
る
な
か
ら
ひ
を
'
昔
よ
り
'
よ
-
き
た
な
き
も
の
に
人
の
い
へ
ば
'

あ
ぢ
き
な
-
て
な
む
'
え
も
の
せ
ぬ
｡
(
忠
こ
そ
)

｢
か
か
る
な
か
ら
ひ
｣
は
継
母
子
の
仲
､
｢
き
た
な
き
も
の
｣
は
腹
ぎ
ー
た
な
い

も
の
､
み
に
-
い
も
の
の
意
で
あ
る
｡
形
容
詞
｢
き
た
な
し
｣
の
本
来
の
意
味

領
域
に
従
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

さ
き
に
触
れ
た
『
大
鏡
』
忠
平
伝
の
例
は
'
こ
れ
は
『
字
津
保
』
の
三
つ
の

用
例
に
近
い
｡
こ
れ
も
､
平
生
人
に
見
せ
な
い
､
見
ら
れ
る
こ
と
を
は
ば
か
る

物
と
し
て
'
単
な
る
衣
裳
の
意
で
な
-
て
'
下
の
袴
を
指
し
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
二
の
第
七
話
に
'

｢
増
質
を
し
も
あ
な
が
ち
に
召
す
は
何
事
ぞ
｡
心
得
ら
れ
候
は
ず
｡
も
し

お
ほ
き

き
た
な
き
物
を
大
な
り
と
聞
し
召
し
た
ら
か
云
云
｣

と
い
う
'
増
賀
上
人
の
奇
行
を
語
っ
た
も
の
が
あ
る
｡
意
味
は
明
ら
か
で
'
説

明
を
待
た
な
い
が
'
そ
の
物
の
名
を
あ
ら
わ
に
口
に
す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
と

い
う
点
'
そ
れ
が
発
話
者
自
身
の
持
物
で
あ
る
点
'
『
字
津
保
』
や
『
大
鏡
』
に

見
え
た
例
と
共
通
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
'
｢
き
た
な
き
物
｣
｢
き
た
な
い
物
｣
の
指
す

所
の
意
味
の
範
囲
は
'
必
ず
し
も
固
定
し
て
い
な
い
｡
だ
が
意
味
の
方
向
は
共

通
し
て
い
る
｡
そ
の
具
体
的
な
表
現
内
容
は
'
文
脈
に
あ
ず
け
て
い
る
と
見
れ

ば
'
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

四
　
娩
曲
表
現
の
さ
ま
ざ
ま

『
源
氏
物
語
』
の
｢
桐
壷
｣
の
巻
に
'
更
衣
に
対
す
る
ラ
イ
バ
ル
の
御
方
々

の
い
や
が
ら
せ
の
甚
だ
し
さ
を
描
い
て
'

ま
う
の
ぼ
り
給
ふ
に
も
'
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
'
打
ち
橋
･
√

渡
殿
の
こ
こ
か
し
こ
の
道
に
'
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
'
御
送
り
迎
へ

の
人
の
き
ぬ
の
す
そ
堪
へ
が
た
く
ま
さ
な
き
事
も
あ
り
｡

と
あ
る
の
は
'
周
知
の
文
章
で
あ
る
｡
と
の
中
の
｢
あ
や
し
き
わ
ざ
｣
と
は
具

ゝ

　

ヽ

/
'
'
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L
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領
海
h
K
.
.
"
S
一
1
V
舟
葡
W
I
L
J
L

さ
き
に
触
れ
た
『
大
鏡
』
忠
平
伝
の
例
は
'
こ
れ
は
『
字
津
保
』
の
三
つ
の

と
あ
る
の
は
,
周
知
の
文
章
で
あ
る
｡
と
の
中
の
｢
あ
や
し
き
わ
ざ
｣
と
は
具

体
的
に
何
か
､
語
る
に
忍
び
な
い
よ
う
な
ひ
ど
い
妨
害
工
作
を
施
し
た
の
で
あ

ろ
う
｡
｢
衣
の
裾
堪
へ
が
た
く
｣
と
あ
る
か
ら
'
あ
る
い
は
汚
い
物
を
ま
き
散

ら
し
た
も
の
か
と
想
像
は
さ
れ
る
が
'
そ
れ
と
あ
ら
わ
に
表
現
し
て
な
い
か

ら
'
『
花
鳥
余
情
』
に
'

こ
こ
か
し
こ
の
道
に
不
浄
を
ま
き
ち
ら
し
侍
る
事
を
い
へ
り
｡

と
あ
る
の
も
'
7
つ
の
解
釈
で
は
あ
る
が
'
そ
こ
ま
で
想
像
を
た
-
ま
し
-
す

る
の
も
い
か
が
か
と
も
私
な
ど
に
は
思
わ
れ
る
｡
裳
裾
を
引
き
か
け
や
す
い
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
設
け
た
程
度
と
考
え
て
も
7
向
に
差
支
え
は
あ
る
ま

ヽ

.

0

■
′
V

こ
れ
な
ど
は
'
事
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
写
す
れ
ば
情
趣
感
を
甚
だ
し
-
そ
こ

な
う
の
で
'
ぼ
か
し
て
匂
わ
せ
る
に
と
ど
め
る
｡
大
体
の
方
向
は
前
項
に
考
え

た
｢
き
た
な
き
物
｣
と
い
う
表
現
と
同
じ
で
あ
る
｡
た
だ
｢
き
た
な
き
物
｣
は

お
の
れ
に
属
す
る
恥
ず
べ
き
部
分
を
隠
す
と
い
う
蓋
恥
を
含
ん
で
い
る
点
が
'

や
や
特
殊
で
あ
る
｡

『
宇
津
保
』
の
｢
国
譲
の
中
｣
の
巻
'
仲
忠
が
女
二
の
宮
の
御
方
を
か
い
ま

見
る
場
面
の
描
写
'

ど

二
の
宮
は
'
御
凡
帳
の
か
た
び
ら
は
御
た
ち
う
ち
か
け
て
ま
だ
お
ろ
さ

ず
'
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
を
せ
む
と
お
ぼ
し
て
入
り
給
へ
る
を
'
い
と
よ

-
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
｡

と
あ
る
'
｢
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
｣
は
'
小
用
(
小
便
)
　
の
意
の
娩
曲
な
表
現

で
あ
る
こ
と
'
ま
ず
疑
う
余
地
も
あ
る
ま
い
と
思
う
｡
小
便
の
意
で
あ
れ
ば
'

『
和
名
抄
』
に
は
｢
尿
｣
の
和
名
を
　
｢
由
波
利
｣
　
と
し
て
い
る
が
'
仮
名
の
物

語
や
日
記
の
類
に
は
全
く
こ
の
名
が
出
な
い
｡
や
は
り
筆
に
す
る
こ
と
を
悼
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
嬰
児
の
尿
に
漏
れ
て
喜
ん
で
い
る
父
親
の
愛
を
描
-

場
合
に
限
っ
て
'
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
'
そ
こ
で
は
き
た
な
い
と

い
う
感
じ
が
全
-
消
さ
れ
て
'
ほ
ほ
え
ま
し
い
情
感
を
出
す
の
に
成
功
し
て
い

る
｡

宮
の
御
消
息
に
て
み
ち
の
-
に
紙
に
女
御
書
き
給
ふ
'
｢
(
上
略
)
　
こ
れ
は

い
ぬ
の
し
と
に
濡
れ
給
ひ
ぬ
め
る
を
脱
ぎ
換
へ
給
へ
と
て
｣
な
ど
あ
り
｡

(
宇
津
保
･
蔵
閑
の
上
)

仲
忠
へ
の
女
一
の
宮
か
ら
手
紙
と
い
う
立
て
前
で
母
女
御
の
代
筆
で
あ
る

が
'
い
か
に
も
母
女
御
ら
し
い
筆
つ
き
で
あ
る
｡
｢
い
ぬ
｣
は
女
1
の
宮
が
産

ん
だ
赤
ち
ゃ
ん
の
幼
名
｡
そ
の
お
し
っ
こ
に
濡
れ
て
い
や
が
っ
て
い
な
い
仲
忠

の
若
い
父
親
ぶ
り
を
は
め
て
い
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
｡
赤
ん
ば
の
お
し
っ
こ
だ

け
が
す
こ
し
も
き
た
な
く
感
じ
な
い
か
ら
不
思
議
で
あ
る
｡

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
｢
し
と
｣
と
い
う
語
が
出
て
来
る
が
'
こ
れ
も
親
王

の
祖
父
と
な
っ
た
道
長
の
満
悦
の
さ
ま
を
描
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
｡

あ
る
時
は
'
わ
り
な
き
わ
ざ
し
か
け
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
を
'
御
紐
と
き

て
御
凡
帳
の
う
し
ろ
に
て
あ
ぶ
ら
せ
給
ふ
｡
｢
あ
は
れ
'
こ
の
宮
の
徹
し

と
に
ぬ
る
る
は
嬉
し
き
わ
ざ
か
な
｡
こ
の
ぬ
れ
た
る
あ
ぶ
る
こ
そ
'
恩
ふ

や
う
な
る
こ
こ
ち
す
れ
｣
と
'
よ
ろ
こ
ぼ
せ
給
ふ
｡

日
記
の
地
の
文
に
は
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
あ
ら
わ
な
表

現
は
避
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
｢
和
し
と
に
濡
る
る
｣
　
は
道
長
の
こ
と
ば
で

あ
る
が
'
や
は
り
場
面
を
考
え
た
柔
軟
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
｡
｢
し
と
｣
は

『
和
名
抄
』
と
い
う
所
の
｢
ゆ
ぼ
り
｣
に
並
べ
て
考
え
れ
ば
'
女
性
語
的
位
相

の
語
で
あ
ろ
う
｡
今
日
の
｢
小
便
｣
　
と
｢
お
し
っ
こ
｣
　
と
の
対
応
と
似
て
い
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る
｡

右
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
文
例
に
つ
い
て
'
語
義
と
表
現
と
の
か
か
わ
り
か

た
を
考
え
て
み
る
と
'
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
　
と
い
う
連
語
の
意
味
は
'
そ
れ
自

体
と
し
て
は
語
義
本
来
の
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
で
し
か
な
い
｡
そ
れ
が
｢
ゆ
ぼ
り
｣

(
小
便
)
の
意
味
を
､
慣
陶
語
と
し
て
も
含
ん
で
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
そ
の

｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
と
い
う
連
語
を
'
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
し
か
け
た
て
ま
つ
る
｣

と
い
う
文
表
現
と
な
し
た
時
に
'
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
の
具
体
的
な
意
味
内
容

が
　
｢
ゆ
ぼ
り
｣
　
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
点
は
さ
き
の

｢
き
た
な
き
物
｣
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
う
｡
つ
ま
り
'

｢
き
た
な
き
物
｣
　
が
'
こ
の
連
語
形
態
自
体
の
中
に
'
｢
沓
｣
で
あ
る
と
か
'

｢
下
袴
｣
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
'
具
体
的
意
味
内
容
を
定
着
さ
せ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
｡
こ
れ
に
具
体
的
意
味
内
容
を
与
え
る
の
は
'
文
脈
で
あ
り
'

そ
の
文
脈
が
表
現
す
る
場
面
で
あ
る
｡
た
だ
｢
き
た
な
き
物
｣
の
場
合
は
'
見

ら
れ
る
限
り
の
表
現
例
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
が
出
来
る
'
あ
る
種
の
慣
用
的
領

域
が
生
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
他
人
に
見
せ
る
べ
き
で
な
い
'
見
ら
れ
る
こ

と
は
恥
ず
か
し
い
､
広
い
意
味
で
の
お
の
れ
の
中
の
恥
部
で
あ
る
｡
事
実
と
し

て
よ
ど
れ
て
い
る
不
潔
な
る
物
と
い
う
意
味
は
'
こ
の
慣
用
的
用
法
の
中
で
は

む
し
ろ
排
除
さ
れ
て
い
る
と
見
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
さ
き
の
｢
わ
り
な
き
わ
ざ
｣
(
放
尿
)
　
に
並
べ
ら
れ
た
　
｢
し
と
｣
で

あ
る
が
'
こ
れ
は
｢
ゆ
ぼ
り
｣
と
い
う
露
骨
な
語
感
を
避
け
て
'
女
性
語
(
女

性
の
対
幼
児
擬
態
語
)
と
し
て
語
嚢
の
1
角
を
占
め
る
に
至
っ
た
も
の
で
'
や

が
て
男
性
も
対
女
性
語
･
対
幼
児
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
り
'
後
に
は

｢
ゆ
ぼ
り
｣
｢
い
ぼ
り
｣
を
俗
語
と
し
て
位
置
づ
け
て
'
｢
し
と
｣
　
が
雅
語
意
請

を
伴
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
｡
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
'
位
相

論
の
対
象
に
な
る
｡

『
落
窪
物
語
』
に
は
｢
-
そ
｣
(
糞
)
と
い
う
語
を
遠
慮
会
釈
も
な
く
物
語
描

写
の
中
に
登
場
せ
し
め
て
い
る
｡

な

｢
か
く
立
て
る
ほ
何
ぞ
｡
ゐ
侍
れ
｣
と
て
'
か
さ
を
ほ
う
ほ
う
と
打
て
ば
'

ゐ

く
そ
の
い
と
多
か
る
上
に
居
ぬ
｡
(
巻
一
)

た
だ
し
'
こ
れ
は
'
深
刻
な
物
語
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
喜
劇
的
な
笑
い
を

導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
'
あ
な
が
ち
男
性
作
家
の
下
地
が
思
わ
ず
露
出
し

た
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
『
落
窪
』
の
娯
楽
性
通
俗
性
の
一
端
を
示
す
'

意
識
的
な
技
巧
で
あ
る
｡
た
だ
上
流
の
姫
君
た
ち
の
読
み
物
と
し
て
は
あ
ま
り

好
ま
れ
な
か
っ
た
｡
『
字
津
保
物
語
』
　
に
は
　
｢
糞
｣
に
か
か
わ
る
よ
う
な
露
育

な
描
写
は
全
-
見
ら
れ
な
い
｡
『
万
葉
集
｣
の
'

か
ら
た
ち
の
う
ば
ら
刈
り
そ
け
倉
た
て
む
-
そ
遠
-
ま
れ
櫛
造
る
刀
自

(
巻
十
六
･
三
八
三
二
)

の
よ
う
な
'
古
代
的
な
素
朴
な
わ
ら
い
は
'
平
安
文
学
か
ら
次
第
に
遠
の
い
て

行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

五
　
｢
白
き
物
｣
か
ら
｢
お
し
ろ
い
｣
ま
で

平
安
時
代
の
物
語
に
見
え
る
｢
し
ろ
き
物
｣
と
い
う
連
語
形
態
は
'
｢
し
ろ

き
｣
の
上
に
修
飾
語
的
な
も
の
が
付
い
て
い
な
い
限
り
は
'
大
体
'
後
世
の

｢
お
し
ろ
い
｣
に
相
当
す
る
化
粧
料
の
名
で
あ
る
｡
用
心
深
い
言
い
方
を
し
た

が
'
そ
れ
程
単
純
で
な
い
語
棄
論
的
な
問
題
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
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｢
ゆ
ぼ
り
｣
｢
い
ぼ
り
｣
を
俗
語
と
し
て
位
置
づ
け
て
'
｢
し
と
｣
が
雅
語
意
識

が
'
そ
れ
程
単
純
で
な
い
語
乗
論
的
な
問
題
が
須

レ
ヤ
七
カ
>
レ
一
往
に
化
カ
J
L

ら
な
い
｡

『
宇
津
保
物
語
』
『
枕
草
子
』
等
に
｢
白
き
物
｣
｢
白
い
物
｣
　
と
い
う
物
の
名

が
見
え
て
い
る
｡
そ
れ
に
『
栄
花
物
語
』
に
は
｢
は
ふ
に
｣
と
い
う
名
詞
が
出

て
く
る
｡
｢
白
き
物
｣
と
｢
は
ふ
に
｣
と
'
物
は
同
じ
で
名
が
異
な
る
の
か
'

両
者
の
指
す
所
の
物
に
何
ら
か
の
区
別
が
あ
る
の
か
'
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
疑

問
と
な
る
｡

ぢ

ん

わ

り

'

U

か

い

ひ

ふ

る

沈
の
被
子
十
箇
'
入
れ
た
る
物
'
飯
に
は
し
ろ
い
物
節
ひ
て
入
れ
'
敷
物

･
袋
な
ど
め
で
た
う
し
て
奉
れ
給
へ
り
｡
(
宇
津
保
･
あ
て
宮
)

こ
れ
は
作
り
物
で
あ
る
｡
破
子
に
入
っ
て
い
る
の
は
飯
で
は
な
い
｡
飯
の
よ

う
な
か
っ
こ
う
に
'
化
粧
用
の
お
し
ろ
い
を
入
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
｡

そ

く

ひ

み

ぞ

白
き
絹
を
'
縫
ひ
月
は
な
-
て
'
続
飯
な
ど
し
て
'
御
衣
の
や
り
に
し
て

ひ
と
を
り
ぴ
つ

一
折
棺
'
白
き
物
を
入
れ
た
り
｡
(
宇
津
保
･
蔵
閑
の
上
)

す
っ
き
り
し
な
い
表
現
だ
が
'
｢
白
き
物
｣
が
化
粧
の
料
の
お
し
ろ
い
で
あ

る
こ
と
は
動
か
な
い
｡
一
つ
の
折
棺
に
い
っ
ぱ
い
'
自
絹
を
縫
わ
ず
に
そ
く
い

で
付
け
て
衣
裳
の
よ
う
に
仕
立
て
'
そ
の
中
に
お
し
ろ
い
が
入
れ
て
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
ら
し
い
｡
贈
り
物
の
趣
向
で
あ
っ
て
'
｢
あ
て
宮
｣
の
巻
の
例

と
同
じ
で
あ
る
｡
白
絹
は
縫
う
て
な
い
か
ら
ど
ん
な
に
で
も
裁
縫
し
て
使
え
る

L
t
　
こ
こ
で
は
お
し
ろ
い
を
包
む
に
役
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

う
ち
に
て
見
る
は
'
い
と
せ
ば
き
程
に
て
'
舎
人
の
顔
の
き
ぬ
も
あ
ら
は

れ
'
ま
こ
と
に
黒
き
に
'
し
ろ
き
も
の
い
き
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
は
'
雪
の
む

ら
む
ら
消
え
残
り
た
る
こ
こ
ち
し
て
み
ぐ
る
し
-
､
(
枕
･
正
月
1
日
は
)

三
巻
本
に
依
っ
た
｡
能
因
本
も
多
少
の
出
入
は
あ
る
が
'
文
意
を
左
右
す
る

よ
う
な
ち
が
い
ほ
な
い
｡
こ
こ
の
　
｢
し
ろ
き
も
の
｣
も
お
し
ろ
い
の
意
で
あ

る
｡

こ
れ
と
比
較
さ
れ
る
の
は
'
『
栄
花
物
語
』
｢
御
裳
着
｣
　
の
巻
に
見
ら
れ
る

｢
は
ふ
に
｣
と
い
う
語
で
あ
る
｡
道
長
が
中
宮
彰
子
に
御
厩
の
珠
の
田
植
を
見

せ
よ
う
と
す
る
催
し
の
さ
ま
'

め

か

い

ね

り

あ
や
し
の
女
に
黒
接
線
着
せ
て
'
は
ふ
に
と
い
ふ
物
む
ら
は
け
げ
さ
う
し

て
､
そ
れ
も
か
さ
さ
さ
せ
て
あ
し
だ
は
か
せ
た
り
｡
(
栄
花
･
御
裳
著
)

｢
は
ふ
に
｣
は
｢
白
粉
｣
の
字
音
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
後
世
の
言

語
で
言
え
ば
'
｢
お
し
ろ
い
｣
の
中
に
包
含
さ
れ
る
｡
だ
が
'
｢
は
ふ
に
と
い
ふ

物
｣
と
書
い
て
い
る
か
ら
'
女
房
た
ち
の
い
う
所
の
｢
し
ろ
い
も
の
｣
と
は
'

区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
同
じ
『
栄
花
物
語
』
の
中
で
'
こ
の
｢
は
ふ
に
｣

と
｢
し
ろ
い
物
｣
と
が
ふ
た
つ
と
も
用
い
ら
れ
て
い
て
'
｢
は
ふ
に
｣
　
は
や
や

特
殊
な
も
の
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
は
'
無
視
し
が
た
い
事
実
で
あ

る
｡

型
別
に
扇
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
中
に
'
蓬
莱
作
り
た
る
を
箱
の
蓋
に
ひ
ろ
げ

て
､
日
か
げ
を
め
ぐ
り
て
ま
ろ
び
お
き
て
'
そ
の
中
に
螺
錨
し
た
る
櫛
ど

も
を
入
れ
て
'
白
い
物
な
ど
'
さ
べ
い
さ
ま
に
入
れ
な
し
て
云
云
(
初
花
)

ひ

わ

り

ご

た

き

女
房
の
中
に
は
'
大
い
な
る
袷
被
子
を
し
て
'
白
い
物
･
薫
物
な
ど
を
ぞ

｢
=
■
u

入
れ
て
い
だ
し
給
へ
り
け
る
｡
(
つ
ぼ
み
花
)

こ
の
｢
白
い
物
｣
は
化
粧
料
と
し
て
の
お
し
ろ
い
で
あ
る
｡
｢
御
裳
着
｣
の

巻
の
｢
は
ふ
に
｣
は
'
こ
れ
も
お
し
ろ
い
の
類
で
あ
る
が
'
｢
は
ふ
に
と
い
ふ

物
｣
と
書
い
て
い
る
の
は
'
そ
れ
が
宮
廷
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
お
し
ろ
い

と
は
'
ど
こ
か
区
別
さ
れ
る
'
親
し
み
の
な
い
お
し
ろ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
'
ま
ず
動
か
せ
な
い
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
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当
然
観
み
ら
れ
る
の
は
､
『
和
名
抄
』
十
巻
本
の
巻
六
､
容
節
具
八
十
八
の
､

｢
粉
｣
と
｢
白
粉
｣
と
の
対
立
で
あ
る
｡

粉
　
之
踏
岐
毛
能

白
粉
　
俗
事
波
布
適
.

こ
こ
で
も
｢
シ
ロ
キ
モ
ノ
｣
と
｢
ハ
フ
ニ
｣
は
何
ら
か
の
差
異
が
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
く
お
そ
ら
-
製
法
と
か
原
料
と
か
に
区
別
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
が
'
断
定
的
に
は
わ
か
ら
な
い
.
･
F
集
注
倭
名
類
衆
抄
』
(
狩
谷
椴
斎
)

で
は
'
詳
細
な
考
証
を
試
み
て
い
る
が
'
い
ま
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
点
も
あ

ツ
ク
ル

る
｡
『
説
文
』
の
｢
粉
'
所
二
以
侍
p
面
二
者
也
｣
を
引
き
'
徐
鉛
の
注
に
｢
古
停
レ

面
亦
用
二
米
粉
】
｣
と
あ
る
こ
と
に
煽
れ
'
『
急
就
篇
』
の
注
に
｢
粉
'
謂
二
鉛
粉

及
米
粉
一
｣
と
あ
る
の
を
引
い
て
'
上
古
の
お
し
ろ
い
の
原
料
を
推
測
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
'
後
世
の
お
し
ろ
い
は
鉛
粉
で
あ
る
が
'
源
順
の
挙
げ
る
所
の

｢
粉
｣
が
そ
も
そ
も
上
古
の
米
粉
な
の
か
'
後
世
と
同
じ
鉛
粉
な
の
か
'
未
だ

そ
の
詳
を
得
な
い
と
注
し
て
い
る
｡
｢
白
粉
｣
に
つ
い
て
も
'
『
栄
花
物
語
』
の

い
う
所
の
　
｢
は
ふ
に
｣
　
は
購
女
が
顔
に
つ
け
た
も
の
で
'
上
等
の
品
で
な
い

が
'
｢
之
呂
岐
毛
能
｣
と
｢
波
布
適
｣
と
の
同
異
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

述
べ
て
い
る
｡

こ
れ
以
上
の
こ
と
は
'
お
そ
ら
-
わ
れ
わ
れ
に
も
わ
か
り
そ
う
に
な
い
｡

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
'
｢
は
ふ
に
｣
に
つ
い
て
'
｢
米
の
粉
で
作
っ
た

お
し
ろ
い
｣
と
釈
義
し
､
『
延
書
式
』
　
の
｢
造
供
二
御
自
料
-
料
'
精
米
一
石
五

斗
'
粟
一
石
｣
を
引
い
て
証
と
し
て
い
る
が
'
｢
隻
注
倭
名
抄
』
に
も
こ
の

『
延
書
式
』
の
文
を
引
い
て
'
他
の
諸
抄
『
説
文
』
の
徐
鋸
の
注
等
と
併
せ
て
,

｢
然
則
西
土
皇
国
'
古
皆
侍
レ
面
以
二
米
粉
]
 
'
可
レ
知
也
｣
と
論
じ
て
い
る
点
も

首
肯
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
､
米
粉
を
用
い
て
製
し
た
と
い
う
の
が
｢
白
粉
｣

即
ち
｢
ハ
フ
ニ
｣
だ
け
に
か
け
て
よ
い
の
か
'
疑
問
で
あ
る
｡
｢
延
書
式
』
の

文
に
見
え
る
｢
白
粉
｣
が
'
『
和
名
抄
』
に
｢
粉
｣
｢
白
粉
｣
と
並
べ
た
そ
れ
と

全
-
同
じ
で
あ
る
か
'
そ
の
あ
た
り
が
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡
｢
白
粉
｣
と
い
う

字
面
が
'
時
に
は
白
色
の
化
粧
料
の
義
に
総
称
し
て
用
い
'
時
に
は
｢
粉
｣
と

区
別
し
て
特
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
『
茎

注
倭
名
類
衆
抄
』
に
'
｢
波
布
適
｣
は
胡
粉
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
説
を
出
し
,

按
陶
弘
景
注
二
本
等
粉
錫
去
'
即
今
化
レ
鉛
所
レ
作
胡
粉
也
｡
輔
仁
訓
為
二

波
布
選
一
｡
則
知
波
布
適
即
胡
粉
｡
釈
名
'
胡
粉
'
胡
粉
也
'
脂
和
以
塗

也
者
是
也
｡

と
考
え
て
い
る
の
は
'
『
栄
花
物
語
』
に
｢
は
ふ
に
と
い
う
物
｣
と
あ
る
の
を

解
釈
す
る
の
に
'
当
た
っ
て
い
そ
う
な
気
が
す
る
'
胡
粉
'
即
粉
錫
な
ら
ば
'

宮
廷
に
お
け
る
化
粧
の
料
と
し
て
は
も
は
や
使
わ
な
-
な
っ
て
い
た
も
の
か
も

知
れ
な
い
｡
だ
か
ら
そ
れ
を
黒
い
顔
に
塗
り
た
-
っ
た
姿
が
異
様
な
印
象
を
与

え
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
｢
白
い
物
｣
と
呼
ば
れ
た
化
粧
料
と
'
｢
は

ふ
に
｣
と
は
'
や
は
り
別
の
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

後
世
の
｢
お
し
ろ
い
｣
は
｢
粉
｣
即
ち
｢
シ
ロ
イ
モ
ノ
｣
の
系
統
で
あ
り
,

次
第
に
鉛
白
を
主
材
料
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
｢
シ
ロ
イ
モ
ノ
｣
が
'

｢
お
し
ろ
い
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
室
町
時
代
の
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
｡
『
文
明
本
節
用
集
』
に
'

白
粉
　
ヲ
シ
ロ
イ
　
或
作
白
物

と
あ
り
'
『
日
葡
辞
書
』
に
t

V
o
x
i
r
o
i
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｢
然
則
西
土
皇
国
'
古
皆
伊
面
以
二
米
粉
.
 
､
可
レ
知
也
｣
と
論
じ
て
い
る
点
も

V
o
x
i
r
o
i

と
あ
る
な
ど
が
証
と
な
る
｡

『
七
十
7
番
職
人
歌
合
』
に
は
'
｢
し
ろ
い
も
の
う
り
｣
と
あ
る
か
ら
'
交
替

期
に
は
両
方
が
並
ん
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
お
し
ろ
い
｣
　
は
そ
の
語
構
成
か
ら
見
て
'
い
わ
ゆ
る
女
房
こ
と
ば
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

六
　
結
語

こ
の
稿
で
対
象
と
し
た
｢
き
た
な
き
物
｣
｢
白
き
物
｣
　
は
'
平
安
期
に
お
い

て
は
'
形
態
と
し
て
は
ま
だ
単
語
化
し
て
い
た
と
は
見
な
せ
な
い
､
形
容
詞
の

連
体
形
に
｢
物
｣
と
い
う
形
式
名
詞
を
連
結
さ
せ
た
も
の
で
'
こ
の
形
態
を
本

来
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
が
間
接
的
に

あ
る
事
物
を
さ
す
表
現
に
用
い
ら
れ
て
'
慣
用
化
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
'

両
者
共
通
し
て
い
た
｡
特
に
後
者
｢
白
き
物
｣
｢
白
い
物
｣
　
が
白
色
の
化
粧
料

を
表
わ
す
名
と
し
て
固
定
す
る
傾
向
が
強
く
て
'
や
が
て
中
世
以
後
'
女
房
詞

と
し
て
の
｢
お
し
ろ
い
｣
を
生
じ
て
'
一
般
化
し
て
今
日
に
至
っ
た
｡
前
者
の

｢
き
た
な
き
物
｣
の
方
は
'
表
現
対
象
も
｢
白
い
物
｣
ほ
ど
に
局
限
さ
れ
ず
'

慣
用
の
固
定
化
も
そ
れ
程
強
-
な
ら
な
い
で
'
平
安
時
代
に
お
け
る
特
殊
表
現

と
し
て
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

(
昭
和
5
4
･
6
･
2
3
)

(
本
学
教
授
･
学
長
)
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