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四
 
巻
三
の
一
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
 
 

巻
三
の
山
 
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
は
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
板
坂
元
氏
「
『
西
鶴
文
反
古
』
団
水
擬
作
説
の
一
資
料
」
（
文
学
・
 
 

昭
和
3
0
年
1
月
号
）
で
指
摘
せ
ら
れ
た
ご
と
く
、
貞
幸
田
年
〓
六
八
七
）
十
月
刊
の
北
条
団
水
作
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
一
節
と
 
 

長
文
に
わ
た
る
類
似
の
部
分
を
持
っ
て
い
る
一
章
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
文
反
古
』
出
刊
（
〓
ハ
九
六
年
正
月
）
 
の
八
年
二
カ
月
前
 
 

に
出
刊
さ
れ
た
作
品
、
そ
れ
も
西
鶴
の
遺
稿
出
版
に
た
ず
さ
ぁ
っ
た
団
水
の
作
品
中
に
長
文
の
炉
似
が
見
出
さ
れ
る
以
上
、
「
京
都
 
 

の
花
嫌
ひ
」
に
団
水
の
操
作
か
と
の
疑
い
が
か
か
る
の
は
当
紙
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
板
坂
氏
は
、
『
色
道
大
鼓
』
の
そ
の
部
分
 
 

が
、
刊
記
の
後
に
「
追
加
」
と
し
て
増
補
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
の
「
追
加
の
全
体
ほ
一
貫
し
た
筋
の
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
拙
劣
」
で
あ
 
 

る
点
に
問
題
が
残
り
そ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
一
方
、
「
独
創
力
の
強
い
西
鶴
」
が
、
「
数
百
字
に
わ
た
っ
て
そ
っ
く
り
そ
 
 

の
ま
ま
借
用
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
以
上
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
も
団
水
作
の
「
可
能
性
の
強
い
」
も
の
と
見
る
べ
し
と
、
や
 
 

や
慎
重
な
態
度
で
結
論
づ
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
右
の
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
用
」
か
否
か
は
、
後
に
問
題
と
す
る
と
し
て
、
本
 
 

草
が
西
鶴
作
品
と
し
て
疑
わ
L
い
と
す
る
問
額
の
提
起
は
、
こ
の
段
階
で
す
こ
ぶ
る
説
得
力
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
で
 
 

あ
ろ
う
。
（
な
お
、
『
文
反
古
』
は
、
他
の
西
鶴
遺
稿
集
と
異
っ
て
田
水
の
序
が
な
く
、
団
水
が
関
与
し
て
い
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
 
 

れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
団
水
が
関
与
し
て
い
れ
ば
、
自
作
の
中
に
既
に
用
い
た
素
材
を
生
か
し
た
作
品
を
『
文
反
古
』
中
に
編
入
 
 

す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
場
合
に
ょ
っ
て
は
、
仮
に
こ
れ
を
擬
作
と
し
て
も
、
団
水
以
外
の
振
作
の
可
 
 
 

『
寓
の
文
反
古
』
 
の
問
題
若
干
（
中
〕
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能
性
も
考
え
て
良
い
は
ず
だ
が
、
板
坂
氏
は
、
団
水
以
外
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
ほ
な
い
。
ま
た
、
板
坂
氏
以
後
も
、
本
 
 

章
に
擬
作
者
を
想
定
す
る
場
合
は
団
水
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
L
、
私
は
、
『
文
反
古
』
 
の
編
者
ほ
、
団
水
以
 
 

外
、
例
え
ば
本
書
の
出
版
書
韓
上
村
平
左
衛
門
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
の
で
ほ
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ほ
、
五
以
 
 

後
で
触
れ
る
予
定
。
）
 
 
 

そ
れ
に
対
し
、
吉
田
幸
一
氏
「
色
道
大
鼓
と
西
鶴
」
（
西
鶴
研
究
8
、
昭
和
3
0
年
1
0
月
）
ほ
、
ま
ず
、
『
色
道
大
鼓
』
全
件
へ
の
酉
 
 

鞄
の
影
響
関
係
を
具
体
的
に
説
き
、
さ
ら
に
、
問
題
の
「
追
加
」
 
の
部
分
は
、
「
書
誌
的
事
実
か
ら
推
し
て
」
「
本
文
刷
了
後
に
追
加
 
 

し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
論
じ
、
類
似
部
分
を
比
較
し
っ
つ
 
『
男
色
大
鑑
』
な
ど
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
、
西
鶴
も
、
 
 

こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
、
結
論
的
に
は
、
 
 

（
て
こ
 
 
 

①
「
追
加
一
章
の
書
簡
文
は
西
鶴
作
の
素
材
（
草
稿
）
」
で
あ
り
、
②
「
そ
の
素
材
が
団
水
に
与
え
ら
れ
た
。
団
水
は
こ
の
書
 
 
 

簡
に
合
ふ
や
う
に
前
後
の
文
章
を
創
作
し
て
一
章
に
仕
立
て
」
た
。
⑨
「
西
鶴
は
、
こ
の
書
簡
の
草
稿
を
用
水
に
与
へ
て
は
み
 
 

た
も
の
1
、
や
は
り
自
分
な
り
に
「
篇
の
異
色
小
説
に
使
っ
て
み
た
か
っ
た
の
で
」
、
巻
三
の
一
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
書
い
 
 
 

た
。
④
「
か
か
る
拙
い
漢
文
」
も
「
当
時
の
野
郎
評
判
記
に
見
ら
れ
る
俗
文
的
漢
詩
文
か
ら
推
し
て
」
「
当
時
の
町
人
の
戯
作
 
 

と
し
て
あ
や
し
む
に
足
」
ら
ず
、
西
鶴
作
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
⑤
団
水
の
も
の
と
し
て
発
蓑
し
た
も
の
を
西
鶴
が
ふ
た
 
 

た
び
用
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
（
板
坂
氏
諭
せ
）
 
ほ
確
か
に
あ
る
が
、
西
鶴
が
「
慣
用
章
句
を
何
度
も
繰
返
し
て
使
ふ
こ
と
か
ら
 
 

推
し
て
、
そ
れ
程
厳
密
に
考
へ
る
必
要
も
な
い
か
と
思
ふ
」
。
 
 

（
注
1
）
 
 

と
論
じ
て
、
最
後
に
『
文
反
古
』
の
成
立
時
期
（
元
禄
四
年
二
月
以
後
‡
元
禄
五
年
初
春
以
前
）
 
の
推
定
に
及
ん
で
い
る
。
 
 
 

右
の
論
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
一
節
は
、
も
と
も
と
西
鶴
の
作
、
そ
れ
が
団
水
 
 

に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
た
い
か
と
い
う
点
に
集
約
す
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
結
論
め
前
提
に
は
、
『
文
反
古
』
の
坂
下
が
「
終
始
 
 

山
貫
西
鶴
自
筆
の
書
林
の
ま
1
で
あ
っ
て
、
疑
問
の
余
地
は
全
く
な
い
」
と
い
う
確
信
や
、
独
創
的
な
西
鶴
が
そ
の
亜
流
に
す
ぎ
な
 
 

い
弟
子
団
水
に
影
響
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
す
る
信
念
が
あ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
文
反
古
』
棍
下
の
西
鶴
自
筆
説
ほ
、
中
村
幸
彦
氏
の
論
以
後
、
も
は
や
簡
単
に
は
認
め
ら
 
 

れ
ず
、
西
鶴
が
弟
子
た
ち
の
提
供
し
た
素
材
を
一
部
に
流
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
現
在
で
は
否
定
で
き
な
い
段
階
に
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（
庄
り
こ
 
 

な
っ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
右
の
吉
田
氏
説
は
、
可
能
性
と
し
て
は
一
応
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
当
 
 

然
、
「
京
郡
の
花
嫌
ひ
」
田
水
振
作
説
を
十
分
に
否
定
で
き
る
力
を
持
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
村
幸
彦
 
 

氏
が
「
こ
の
一
章
は
田
水
の
追
加
と
断
定
し
て
よ
い
」
（
前
出
論
文
）
と
云
わ
れ
る
時
の
「
断
定
」
 
の
基
準
に
は
、
本
稿
の
出
で
問
 
 

題
に
し
た
ご
と
く
疑
問
も
あ
る
た
め
、
現
状
で
は
、
団
水
擬
作
を
「
断
定
」
ま
で
は
で
き
な
い
と
思
う
が
、
西
鶴
作
品
と
し
て
ほ
す
 
 

こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
と
考
え
ぎ
る
を
え
な
い
の
が
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

『
文
反
古
』
巻
三
の
一
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
は
、
果
し
て
団
水
の
擬
作
な
の
か
否
か
。
当
面
、
水
掛
け
論
に
な
る
こ
と
ほ
で
き
る
 
 

だ
け
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
。
と
も
あ
れ
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

今
の
場
合
、
『
文
反
古
』
巻
三
の
一
と
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
山
草
と
を
、
単
に
揮
似
し
て
い
る
部
分
の
み
で
は
な
く
、
全
体
を
通
 
 

L
て
詳
細
に
比
較
す
る
所
か
ら
始
め
る
以
外
に
な
い
こ
と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
さ
さ
か
冗
漫
に
な
る
こ
と
は
承
知
 
 

の
上
で
、
両
者
の
全
体
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
っ
つ
論
評
を
加
え
、
そ
の
後
で
類
似
の
部
分
か
ら
生
ま
れ
る
諸
問
題
に
触
れ
て
行
く
 
 

こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

順
序
は
ど
ち
ら
か
ら
で
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
八
年
二
ケ
月
前
に
世
に
出
て
い
る
点
に
敬
意
を
表
し
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
一
章
 
 

を
先
に
と
り
あ
げ
る
。
 
 

『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
〓
早
は
、
巻
五
、
十
三
丁
表
に
あ
る
同
書
の
刊
記
、
坂
元
名
、
及
び
「
跡
よ
り
久
世
舞
乱
曲
出
し
申
供
」
 
 

（
江
3
）
 
 

と
い
う
『
久
世
舞
乱
曲
』
な
る
書
の
出
版
予
告
の
後
、
十
三
丁
裏
を
白
紙
と
し
た
上
で
、
桂
の
丁
附
を
山
～
四
と
し
て
加
え
ら
れ
た
 
 

四
丁
分
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
か
よ
う
な
例
は
他
の
板
木
に
例
が
な
い
」
（
吉
田
氏
前
出
論
文
〕
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
 
 

き
わ
め
て
異
例
で
あ
り
、
章
題
も
な
く
「
追
加
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
、
巻
五
の
目
録
に
も
「
追
加
」
 
の
存
在
を
記
さ
な
 
 

い
こ
と
等
が
不
審
を
抱
か
せ
、
「
本
文
刷
了
後
に
追
加
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
（
吉
田
氏
）
と
い
う
指
摘
が
行
わ
れ
る
の
 
 

も
当
然
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
が
、
後
年
の
再
版
時
に
加
え
ら
れ
た
と
見
る
ペ
き
徴
証
も
な
い
。
従
っ
て
、
不
審
は
 
 

あ
る
に
し
て
も
、
『
色
道
大
鼓
』
を
現
存
の
一
本
よ
り
見
る
以
上
、
こ
の
一
章
が
貞
享
四
年
十
月
の
段
階
で
世
に
出
て
い
た
こ
と
を
 
 

認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
と
す
れ
ば
、
当
然
「
一
貫
し
た
筋
の
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
拙
劣
」
（
校
坂
氏
前
出
論
文
）
 
 
 



『萬の文反古』の問題若干〔中〕  111   

な
こ
の
一
章
が
、
何
故
、
急
拠
加
え
ら
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、
現
在
そ
の
答
ほ
、
巻
五
の
終
章
の
末
尾
に
祝
言
の
言
辞
が
な
い
 
 

た
め
、
こ
の
追
加
の
〓
早
の
末
尾
に
祝
言
を
記
L
て
加
え
た
と
す
る
吉
田
氏
の
見
解
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
追
加
」
が
 
 

な
く
と
も
、
他
の
巻
と
の
丁
数
や
各
巻
二
幸
と
い
う
形
は
そ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
が
巻
五
ま
で
と
の
関
連
を
全
く
持
た
な
い
よ
う
に
見
 
 

ぅ
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
吉
田
氏
の
答
以
外
に
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
朕
文
の
変
型
と
も
見
ら
れ
る
 
 

本
章
全
体
の
あ
り
方
を
見
れ
ば
、
団
水
が
興
味
深
い
と
考
え
た
材
料
を
手
に
入
れ
て
、
急
拠
加
え
た
政
文
が
わ
り
の
も
の
と
も
考
え
 
 

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
〓
早
が
貞
享
四
年
十
月
の
段
階
で
世
に
出
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
九
ば
、
「
京
都
の
花
 
 

嫌
ひ
」
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
ほ
十
分
な
の
で
、
『
色
道
大
鼓
』
に
何
故
こ
の
「
追
加
」
が
必
要
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
 
 

れ
以
上
問
題
と
し
な
い
）
。
 
 
 

が
、
確
か
に
こ
の
「
追
加
」
 
の
一
章
は
、
「
一
貫
L
た
筋
の
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
拙
劣
」
（
板
坂
元
氏
）
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
確
 
 

か
に
た
わ
い
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
作
品
そ
の
も
の
が
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
と
炉
似
す
る
部
分
を
中
間
の
部
 
 

分
で
本
章
の
中
心
と
な
る
趣
向
の
中
に
生
か
し
て
ほ
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
後
は
、
男
色
・
女
色
優
劣
論
を
展
開
す
る
冒
頭
部
と
、
 
 

炉
似
部
分
を
か
ら
か
っ
て
祝
言
で
結
ぷ
終
末
部
と
い
う
政
文
の
ご
と
き
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
ど
る
べ
き
筋
そ
の
も
の
が
 
 

十
分
に
存
在
L
な
い
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
匪
文
の
変
型
と
で
も
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
一
章
な
の
で
あ
る
。
 
 

「
≡
十
年
こ
の
か
た
、
生
れ
出
る
世
の
人
、
み
な
短
気
に
し
て
、
手
間
の
入
衆
道
は
き
び
行
」
と
書
き
出
き
れ
る
の
が
、
冒
頚
の
 
 

一
段
で
あ
り
、
そ
こ
で
ほ
、
ま
ず
、
二
人
の
人
物
の
主
張
が
提
示
さ
れ
る
。
前
者
は
「
衆
道
は
さ
び
行
」
当
世
の
風
潮
を
指
摘
し
て
、
 
 

以
下
、
そ
の
風
潮
を
政
文
詞
で
評
し
、
「
ひ
ろ
′
川
＼
と
結
線
あ
る
女
道
を
さ
し
を
き
窮
屈
な
る
を
し
ゑ
、
既
に
若
衆
の
手
よ
り
物
を
 
 

と
ら
ば
、
五
首
生
徳
利
子
に
生
る
べ
し
と
、
酔
狂
法
師
も
と
か
れ
た
は
捉
。
こ
れ
い
か
に
」
と
問
い
か
け
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
後
者
は
、
「
抑
我
宗
ほ
、
文
殊
尻
菩
薩
よ
り
弘
法
大
師
に
さ
づ
け
‥
・
」
と
男
色
の
尊
さ
を
説
い
て
反
論
L
、
「
あ
ま
ね
 
 

乙
て
し
 
 

く
十
方
の
諸
士
僧
俗
、
此
道
を
尊
び
釆
を
、
誹
ら
ば
糞
尿
地
殊
に
堕
べ
し
」
と
、
「
眼
に
血
筋
を
た
て
1
あ
ら
そ
ひ
、
堪
忍
せ
ぬ
を
、
 
 

両
方
し
つ
め
て
帰
し
け
る
」
。
こ
こ
ま
で
が
約
一
丁
分
、
戯
文
調
に
よ
る
男
色
・
女
色
優
劣
論
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
、
 
 

対
話
と
称
す
る
よ
り
両
者
の
主
張
が
並
記
さ
れ
て
い
る
と
見
た
方
が
よ
い
も
の
だ
が
、
「
帰
L
け
る
」
 
の
後
は
、
も
っ
は
ら
後
者
の
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人
物
の
こ
と
を
中
心
に
話
が
展
開
す
る
。
 
 

み
が
き
 
 
 

「
此
男
（
＝
後
者
）
は
、
つ
く
し
が
た
し
ら
ぬ
火
の
後
州
に
す
み
て
、
若
道
の
意
気
地
疎
し
老
な
り
し
が
、
今
の
さ
は
ぎ
に
鼻
粧
 
 

袋
」
を
落
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
を
開
け
て
見
る
と
、
「
女
の
文
」
や
質
札
、
覚
え
帳
な
ど
が
あ
り
「
か
た
は
ら
を
よ
る
」
は
か
り
ノ
の
 
 

可
笑
さ
。
さ
ら
に
「
後
生
大
事
に
包
し
文
を
ひ
ら
け
ば
。
」
（
以
上
を
仮
に
第
二
段
落
と
す
る
）
と
し
て
、
約
二
丁
分
に
わ
た
っ
て
、
 
 

そ
の
内
容
が
拓
介
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
前
半
の
一
丁
分
余
り
が
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
に
類
似
す
る
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
部
分
は
、
後
に
対
照
し
て
示
す
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
右
の
話
の
展
開
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
・
第
二
 
 

段
落
と
は
、
直
接
の
閑
適
を
持
た
な
い
独
立
し
た
文
章
を
引
用
す
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
量
的
に
も
本
革
の
半
分
以
 
 

上
を
占
め
る
こ
の
部
分
を
、
田
水
が
本
章
の
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
美
文
調
の
和
文
と
擬
漢
文
（
和
式
漢
 
 

文
）
と
で
書
く
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戯
文
詞
の
こ
れ
ま
で
と
は
異
質
の
面
白
み
を
ね
ら
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
本
革
全
体
の
バ
 
 

ラ
ン
ス
を
崩
し
、
「
山
貫
し
た
筋
を
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
拙
劣
」
（
板
坂
氏
〕
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
 
 

ま
た
ま
手
に
入
れ
た
こ
の
文
章
を
中
心
に
L
て
、
前
後
に
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
の
や
や
手
軽
な
趣
向
を
設
け
て
仕
立
て
て
い
る
よ
 
 

う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
「
追
加
」
 
の
一
章
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
文
章
の
長
い
引
用
の
後
、
「
此
か
た
さ
、
今
時
牢
、
つ
ら
し
き
物
ぞ
ろ
へ
、
見
る
も
い
や
な
り
」
と
そ
れ
を
評
し
、
 
 

た
ゞ
ひ
ら
が
な
に
て
筆
を
つ
ゐ
や
し
侯
。
こ
な
た
に
ほ
れ
申
焼
あ
い
だ
、
何
時
に
て
も
床
入
い
た
す
べ
く
侯
。
い
や
な
ら
ば
、
よ
じ
 
 

ん
を
か
せ
ぎ
申
べ
く
候
。
以
上
。
こ
れ
に
て
ら
ち
の
あ
く
も
の
を
と
、
い
よ
ノ
＼
－
お
表
の
御
繁
昌
な
る
御
代
の
た
め
し
っ
き
せ
ず
。
 
 

と
、
右
の
「
か
た
さ
」
を
か
ら
か
い
、
平
仮
名
文
の
例
を
出
し
て
、
祝
言
で
結
ぶ
。
誠
に
た
わ
い
の
な
い
一
章
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
 
 

「
追
加
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
「
一
貫
し
た
筋
の
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
拙
劣
」
（
前
出
）
 
は
や
や
酷
評
に
過
ぎ
る
よ
 
 

う
で
あ
り
、
一
応
の
筋
は
通
っ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
と
類
似
す
る
部
分
を
持
つ
 
「
今
時
め
 
 

づ
ら
し
き
」
長
文
の
引
用
が
、
作
中
で
有
効
に
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
浮
き
上
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
 
 

め
に
、
誠
に
た
わ
い
の
な
い
、
無
理
に
仕
立
て
た
〓
早
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
『
文
反
古
』
巻
三
の
一
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
は
、
男
色
好
き
の
僧
の
手
紙
で
あ
り
『
文
反
古
』
中
で
も
異
色
の
一
章
と
称
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（
江
1
）
 
 

し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
章
は
、
こ
れ
ま
で
、
『
色
道
大
鼓
』
と
の
関
連
の
問
題
を
別
に
す
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
 
 

れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
丁
寧
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
 
 

の
理
由
ほ
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
名
品
と
称
す
る
に
足
る
作
品
の
多
い
『
文
反
古
』
 
の
中
で
、
こ
れ
が
さ
程
強
い
印
象
を
与
え
 
 

る
作
品
で
は
な
い
こ
と
、
『
文
反
古
』
が
こ
れ
ま
で
町
人
物
的
素
材
を
導
入
し
た
作
品
を
中
心
に
見
ら
れ
て
果
た
こ
と
、
こ
の
異
色
 
 

の
素
材
を
導
入
し
た
作
品
が
『
文
反
古
』
執
筆
時
と
さ
れ
て
釆
た
元
禄
二
～
四
年
の
西
鶴
の
作
品
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
に
く
い
こ
 
 

と
、
短
編
を
集
成
す
る
西
鶴
作
品
の
場
合
批
評
等
が
そ
の
全
短
篇
に
及
び
に
く
い
こ
と
、
西
鶴
作
品
中
に
は
時
に
、
分
量
調
節
の
た
 
 

め
に
無
理
に
導
入
さ
れ
た
か
と
見
ら
れ
る
短
篇
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
本
章
な
ど
も
そ
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ほ
振
 
 

作
の
可
能
性
も
高
い
と
見
な
さ
れ
て
釆
た
こ
と
、
等
々
、
こ
れ
が
従
来
黙
殺
に
等
し
い
敬
い
を
受
け
て
釆
た
理
由
も
、
な
し
と
は
し
 
 

な
い
の
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

し
か
し
、
『
文
反
古
』
ほ
、
『
萬
の
文
反
古
』
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
西
鶴
は
、
 
 

『
文
反
古
』
 
に
お
い
て
、
書
簡
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
全
作
品
共
通
の
も
の
と
は
し
て
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
も
と
よ
り
、
書
き
手
・
 
 

受
取
り
手
の
人
物
像
や
状
況
設
定
、
書
簡
の
展
開
過
程
や
文
体
等
に
変
化
を
付
け
、
ま
さ
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
「
萬
の
」
書
簡
 
 

を
と
り
入
れ
る
こ
と
を
趣
向
と
し
て
『
文
反
古
』
を
書
い
て
い
た
は
ず
な
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
 
 
 

確
か
に
強
烈
な
文
辞
を
用
い
、
切
迫
し
た
状
況
を
報
ず
る
作
品
は
印
象
が
強
い
。
本
稿
で
す
で
に
と
り
あ
げ
た
巻
五
の
三
「
御
恨
 
 

み
を
伝
へ
ま
ゐ
ら
せ
侯
」
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
（
も
っ
と
も
、
こ
れ
な
ど
も
非
町
人
物
的
作
品
な
る
が
故
に
、
「
異
色
作
」
 
の
 
 

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
の
み
で
十
分
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
片
付
け
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
…
）
、
巻
一
の
一
、
三
、
巻
二
 
 

の
三
な
ど
の
町
人
物
系
統
の
作
品
や
、
巻
一
二
の
二
、
二
「
巻
四
の
一
な
ど
の
奇
談
を
報
ず
る
作
品
な
ど
は
、
確
か
に
秀
作
と
評
す
る
 
 

ヽ
ヽ
 
 

に
足
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
寓
の
文
反
古
」
 
の
「
萬
の
」
 
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
見
硬
し
た
時
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
み
に
注
 
 

目
し
て
他
を
黙
殺
す
る
の
ほ
、
や
や
片
手
落
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

云
う
ま
で
も
な
く
、
当
面
の
対
象
で
あ
る
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
な
ど
は
、
一
見
の
ん
き
な
話
で
あ
り
、
切
迫
感
も
迫
力
も
な
い
。
 
 

見
方
に
よ
れ
ば
、
書
き
手
は
い
い
気
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
相
捗
る
き
び
し
さ
、
激
し
さ
な
ど
も
う
か
が
え
な
い
。
こ
こ
に
は
、
 
 

『
文
反
古
』
に
つ
い
て
時
に
云
わ
れ
る
「
極
限
状
況
」
 
の
設
定
な
ど
は
、
薬
に
し
た
く
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
逝
に
見
れ
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ヽ
ヽ
 
 

ば
、
「
極
限
状
況
」
の
設
定
な
ど
と
い
う
前
掟
を
置
い
て
『
文
反
古
』
を
読
む
こ
と
ほ
、
そ
の
「
寓
の
」
が
持
つ
意
味
を
切
り
捨
 
 

て
、
作
品
全
体
の
持
つ
豊
か
な
面
白
さ
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
に
も
な
り
、
『
文
反
古
』
 
の
一
面
を
強
調
す
る
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
い
 
 

か
ね
た
い
と
い
う
批
判
も
可
能
の
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
よ
う
な
一
見
の
ん
き
な
作
品
の
場
合
に
も
、
そ
 
 

の
作
品
の
持
つ
意
味
を
よ
り
丁
寧
に
考
え
つ
つ
読
み
直
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

い
さ
さ
か
前
口
上
が
長
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
で
も
あ
る
の
で
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 

「
萬
の
文
反
古
」
と
い
う
視
点
か
ら
本
章
の
面
白
み
を
さ
ぐ
り
つ
つ
、
ま
ず
、
少
し
く
丁
寧
に
本
章
を
紹
介
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

我
花
に
あ
き
て
、
春
中
は
都
を
立
の
け
は
、
人
は
又
、
ひ
が
し
山
の
桜
幕
に
歌
瞑
ひ
三
絃
を
引
る
を
、
そ
れ
開
に
は
か
り
の
は
 
 

る
の
よ
し
、
た
よ
り
求
め
て
、
先
無
事
を
し
ら
せ
供
。
 
 

『
文
反
古
』
 
の
各
章
が
、
そ
の
内
容
に
即
し
て
書
き
出
し
方
を
変
え
、
作
品
全
体
に
変
化
を
つ
け
て
い
る
こ
と
ほ
一
読
す
れ
ほ
明
ら
 
 

か
だ
が
、
本
章
の
場
合
も
内
容
に
ふ
さ
わ
L
く
、
「
我
花
に
あ
き
て
、
春
中
は
郡
を
立
の
け
は
」
と
、
の
ん
き
な
、
そ
れ
で
い
て
少
 
 

し
臍
曲
り
な
風
流
人
と
い
っ
た
手
続
の
書
き
手
の
人
物
像
を
印
象
づ
け
る
書
き
出
し
と
な
っ
て
い
る
。
定
式
通
り
の
書
き
出
し
や
挨
 
 

（
注
5
）
 
 

拶
抜
き
で
用
件
に
入
る
切
迫
し
た
書
き
出
し
の
多
い
『
文
反
古
』
中
で
ほ
異
色
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
全
体
に
変
化
を
つ
 
 

け
読
者
を
あ
き
さ
せ
な
い
効
果
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
春
中
部
を
立
ち
の
い
た
都
人
が
、
喧
騒
で
花
や
か
な
都
の
花
見
に
 
 

出
か
け
る
田
舎
人
に
文
を
託
す
と
い
う
手
紙
の
届
け
方
も
他
の
章
に
は
見
う
け
ら
れ
な
い
趣
向
で
あ
る
。
（
人
に
託
し
て
文
を
送
る
 
 

と
い
う
趣
向
の
み
な
ら
、
現
実
に
も
多
か
っ
た
こ
と
故
、
一
の
三
、
三
雲
二
、
五
の
一
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
俵
顕
す
る
相
手
 
 

や
状
況
を
異
に
し
て
い
る
）
。
 
 
 

さ
ら
に
、
旅
先
に
居
て
、
そ
の
地
か
ら
上
京
す
る
人
に
文
を
託
す
と
い
う
こ
の
部
分
に
は
、
も
う
一
つ
の
趣
向
が
隠
さ
れ
て
い
る
 
 

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
語
注
に
は
指
摘
が
な
い
が
、
こ
こ
は
、
『
徒
然
草
』
十
五
段
の
、
 
 

い
づ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
立
ち
た
る
こ
そ
目
さ
む
る
心
地
す
れ
。
そ
の
わ
た
り
、
こ
1
か
し
こ
見
あ
り
き
、
ゐ
な
か
ぴ
た
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
所
、
山
里
な
ど
ほ
、
い
と
目
慣
れ
ぬ
事
の
み
ぞ
多
か
る
。
都
へ
便
り
諌
め
て
文
や
る
、
そ
の
事
、
か
の
事
、
便
宜
に
志
る
な
 
 

な
ど
言
ひ
や
る
こ
そ
を
か
L
け
れ
。
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た
こ
と
を
報
じ
、
「
そ
の
事
、
か
の
事
、
便
宜
に
忘
る
な
な
ど
と
言
ひ
や
る
」
手
紙
が
本
革
で
あ
る
こ
と
を
、
『
徒
然
草
』
 
の
十
五
段
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

を
読
者
に
思
い
起
さ
せ
る
こ
と
で
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
徒
然
草
』
十
五
段
に
お
け
る
粋
法
師
兼
好
の
尿
中
か
ら
都
へ
文
を
 
 

送
る
こ
と
に
対
す
る
感
慨
・
感
想
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
読
者
ほ
応
分
の
 
 

興
味
を
持
っ
て
、
作
中
に
惹
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

右
の
書
き
出
し
に
続
け
て
、
 
 
 

貴
坊
御
幸
は
、
つ
ね
ん
＼
赤
弁
慶
と
あ
る
名
を
よ
は
ぎ
る
は
、
道
心
堅
固
の
御
身
、
目
出
度
存
供
。
 
 

と
、
手
抵
の
受
け
取
り
手
へ
の
挨
拶
を
行
い
、
同
時
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
。
つ
ね
′
＝
＼
「
赤
弁
慶
」
と
あ
だ
名
さ
れ
て
本
名
（
本
章
 
 

で
の
あ
て
名
は
 
「
遊
夕
御
坊
」
。
日
暮
れ
に
な
る
と
遊
び
に
出
る
遊
び
人
の
僧
と
い
っ
た
意
の
擬
人
名
か
）
を
呼
ば
れ
ぬ
人
物
、
お
 
 

そ
ら
く
は
酒
好
き
の
赤
ら
顔
で
強
壮
か
つ
強
持
て
、
そ
の
上
男
色
好
き
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
「
赤
弁
慶
」
と
い
う
あ
だ
名
に
ほ
託
 
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
道
心
堅
固
の
御
身
」
に
は
椰
砲
の
ひ
び
き
が
あ
り
、
同
時
に
相
手
と
の
親
L
い
関
係
を
も
 
 

印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
『
文
反
古
』
の
各
章
は
、
冒
頭
部
で
手
紙
の
筆
者
と
受
け
取
り
手
の
人
物
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
 
 

が
多
い
が
、
次
の
「
さ
て
、
愚
僧
が
草
庵
…
」
ま
で
で
、
筆
者
も
又
僧
侶
、
そ
れ
も
「
赤
弁
慶
」
な
ど
と
あ
だ
名
さ
れ
「
遊
夕
」
を
 
 

本
名
と
す
る
人
物
と
ご
く
親
L
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
又
「
道
心
堅
固
」
な
ら
ざ
る
僧
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

さ
て
、
愚
僧
が
草
庵
、
さ
だ
め
て
鼠
の
会
所
と
な
る
べ
し
。
さ
り
な
が
ら
、
小
鰭
ひ
と
つ
残
L
お
か
ず
、
糞
僧
笑
ひ
申
べ
く
瞑
。
 
 

か
ぎ
 
 
ま
が
き
の
菊
・
萩
お
の
れ
に
咲
て
、
頓
て
の
霜
夜
見
ぐ
る
し
く
成
行
を
、
誰
か
名
残
を
惜
む
人
あ
ら
じ
。
鐘
あ
づ
け
置
候
御
ふ
 
 
 

し
や
う
に
は
、
妻
戸
御
あ
け
な
さ
れ
、
若
山
帰
り
の
児
人
、
あ
る
じ
は
居
ず
と
も
見
せ
た
く
供
。
 
 

こ
こ
で
も
、
書
き
手
と
受
取
り
手
の
状
況
や
人
物
関
係
が
具
体
化
さ
れ
る
。
「
貧
僧
」
た
る
筆
者
が
、
受
け
取
り
手
に
草
庵
の
「
鐘
 
 

あ
づ
け
置
」
き
旅
に
出
た
こ
と
、
そ
の
草
庵
が
「
鼠
の
会
所
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
め
ぐ
ら
し
つ
つ
、
相
手
に
「
山
帰
り
の
 
 

児
人
」
を
見
せ
た
い
な
ど
と
い
っ
て
気
を
ひ
き
、
草
庵
の
管
理
を
さ
り
げ
な
く
頼
む
等
の
こ
と
が
、
と
ば
け
た
調
子
の
文
体
で
書
き
 
 

込
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
 
 
 

を
意
識
し
て
導
入
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
し
ば
し
旋
立
」
 
っ
た
風
流
な
人
物
が
、
「
布
へ
便
り
求
め
て
文
」
を
や
り
、
 
 

そ
の
わ
た
り
、
こ
1
か
し
こ
見
あ
り
き
、
ゐ
な
か
び
た
る
所
、
山
里
な
ど
」
 
の
「
い
と
日
慣
れ
ぬ
事
」
 
に
「
日
さ
む
る
心
地
し
」
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北
の
か
た
の
竹
縁
の
下
に
、
栗
・
長
芋
な
ど
生
置
侯
。
其
ま
ゝ
括
り
ゆ
く
も
と
、
お
も
ひ
出
申
侯
ほ
、
竹
中
氏
よ
り
お
く
ら
れ
 
 

し
辛
、
外
へ
ほ
、
沙
汰
な
し
／
＼
－
。
 
 

と
、
本
革
の
副
見
出
し
「
長
芋
の
有
所
お
か
し
」
（
僧
の
く
せ
に
滋
養
強
壮
の
た
め
の
長
芋
を
隠
L
て
お
く
、
そ
の
置
所
が
お
か
し
 
 

い
、
の
意
で
、
こ
の
部
分
を
椰
捻
し
た
副
見
出
し
。
読
者
も
「
お
か
し
」
が
ら
ね
は
な
ら
な
い
所
で
あ
る
〕
 
の
部
分
を
＝
書
き
、
「
赤
 
 

弁
慶
」
に
「
栗
・
長
芋
な
ど
」
を
譲
り
、
秘
密
め
か
し
て
「
竹
中
氏
」
な
る
人
物
を
出
し
「
沙
汰
な
し
く
」
と
云
っ
て
二
人
だ
け
 
 

に
通
じ
る
話
題
を
導
入
す
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
「
竹
中
氏
」
な
る
人
物
ほ
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
人
か
と
、
読
者
の
想
像
を
刺
激
し
 
 

て
興
味
を
ひ
こ
う
と
す
る
苫
き
方
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

以
上
が
、
本
章
の
人
物
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
「
そ
の
事
、
か
の
事
、
便
宜
に
忘
る
な
な
ど
言
ひ
や
る
」
の
具
体
化
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
る
が
、
『
徒
然
草
』
 
の
「
を
か
し
け
れ
」
が
、
お
そ
ら
く
は
風
流
・
風
雅
の
「
を
か
し
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
具
体
化
は
、
 
 

す
こ
ぶ
る
俗
で
あ
り
、
と
り
わ
け
草
庵
の
管
理
、
美
小
人
好
き
、
長
芋
な
ど
の
こ
と
の
た
め
に
、
何
や
ら
「
可
笑
し
」
く
な
っ
て
来
 
 

る
。
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
こ
ま
で
序
々
に
、
風
流
人
を
気
取
る
俗
僧
、
そ
れ
も
可
笑
み
の
あ
る
人
物
と
し
て
、
読
者
に
印
象
づ
 
 

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
て
、
筆
者
ほ
、
本
章
の
中
心
と
な
る
旅
中
で
の
体
験
を
語
り
始
め
る
。
（
な
お
、
前
引
の
最
終
部
「
外
へ
は
、
沙
汰
な
し
 
 

く
」
は
、
以
下
の
体
験
の
報
告
の
部
分
に
も
つ
な
げ
て
読
め
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
も
人
に
云
わ
な
い
で
く
れ
、
と
い
う
前
提
で
、
 
 

秘
密
め
か
し
て
勿
弥
を
つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
ま
た
可
笑
し
み
を
生
む
上
で
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
）
。
 
 

美
童
は
我
等
の
持
病
、
又
此
た
び
も
、
恋
の
や
う
な
る
事
に
身
を
な
や
み
て
、
と
く
に
帰
京
仕
る
を
、
今
ま
で
う
か
く
と
暮
 
 

し
申
侯
。
す
ぎ
し
春
、
共
元
を
罷
立
、
備
前
の
岡
山
に
し
る
べ
の
人
あ
り
て
、
「
L
は
ら
く
栗
に
」
と
も
て
な
さ
れ
し
に
、
何
 
 
 

と
や
ら
と
ヾ
ま
り
が
た
く
、
む
か
し
西
行
法
師
が
詠
め
に
な
づ
み
し
、
藤
戸
の
曙
に
便
船
し
て
、
世
を
う
ら
風
の
ふ
く
に
ま
か
 
 

せ
、
肥
の
後
州
に
つ
き
、
藩
政
の
た
ま
や
寺
に
連
句
の
朋
友
あ
り
て
、
是
に
た
づ
わ
休
ら
ふ
。
 
 
 

す
で
に
「
山
帰
り
の
児
人
…
」
か
ら
推
測
で
き
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
 
「
沙
汰
な
し
ノ
＼
」
と
L
な
が
も
「
美
童
は
我
 
 

等
の
持
病
」
と
語
り
は
じ
め
、
「
恋
の
や
う
な
る
事
に
身
を
な
や
」
ん
だ
体
験
へ
と
話
を
転
ず
る
。
「
恋
の
や
う
な
る
事
」
と
い
う
 
 

云
い
方
は
、
結
局
恋
が
成
就
せ
ず
一
人
よ
が
り
の
夢
想
に
終
っ
て
い
る
最
終
部
に
対
応
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
 
 

9   
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ど
ん
な
こ
と
か
と
読
者
の
興
味
を
ひ
く
た
め
の
脱
化
表
現
で
も
あ
る
。
ま
た
、
「
う
か
く
と
暮
し
」
と
自
嘲
し
、
岡
山
に
も
「
何
 
 

と
や
ら
と
ヾ
ま
り
が
た
く
」
と
書
い
て
筆
者
の
き
程
歓
迎
さ
れ
ぎ
る
立
場
を
読
書
に
想
像
さ
せ
、
「
瀬
戸
の
曙
」
 
に
西
行
を
忍
び
 
 

「
連
句
の
朋
友
」
な
出
す
所
で
、
筆
者
の
風
流
人
を
気
取
る
一
面
を
印
象
づ
け
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。
『
文
反
 
 

古
』
の
他
の
章
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
を
行
な
う
こ
と
が
、
「
萬
の
文
反
古
」
の
中
の
一
つ
と
し
て
『
文
反
古
』
 
 

全
体
に
変
化
を
与
え
て
い
る
と
云
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
「
連
句
の
朋
友
」
 
〔
こ
の
連
句
は
、
漢
詩
を
つ
ら
ね
る
 
 

方
の
連
句
で
あ
る
〕
 
を
出
す
こ
と
や
、
後
の
「
胸
竺
二
兎
韻
を
繰
か
へ
す
」
と
い
っ
た
さ
り
げ
な
い
記
述
が
、
後
述
の
変
体
漢
文
に
 
 

ょ
る
恋
文
を
書
き
そ
う
な
人
物
ら
し
さ
を
打
ち
出
す
た
め
の
周
到
な
用
意
で
あ
る
こ
と
に
も
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
 
 

は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

「
清
政
の
た
ま
や
寺
に
連
句
の
拙
友
」
を
訪
ね
て
「
休
ら
」
 
っ
た
と
い
う
筆
者
は
、
続
け
て
、
そ
の
寺
の
状
景
を
次
の
よ
う
に
記
 
 

す
。
 
 

し
汀
h
・
t
t
丸
そ
ぷ
 
 

折
ふ
し
、
タ
嵐
の
袖
に
涼
し
き
筑
山
を
詠
め
、
た
く
み
に
石
を
な
を
し
、
さ
ヾ
れ
水
を
や
り
て
、
仙
家
に
地
を
締
て
翫
も
う
 
 

ら
や
ま
つ
。
此
寺
の
樟
の
茂
み
に
、
誰
な
き
ほ
と
1
ぎ
す
の
一
声
は
、
都
に
か
は
ら
ぬ
も
お
か
し
。
 
 

右
の
よ
う
な
記
述
が
、
こ
れ
文
、
「
し
ば
し
旅
立
」
ち
、
「
目
さ
む
る
心
地
」
が
し
て
、
「
い
と
目
な
れ
ぬ
事
」
を
「
便
り
求
め
て
」
 
 

都
へ
 
「
文
や
る
」
 
〔
徒
然
■
1
5
段
）
と
い
う
文
章
を
意
識
し
そ
れ
に
対
応
し
て
善
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
ほ
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
 
 

「
山
里
」
（
同
上
）
 
の
「
仙
家
」
で
批
の
多
い
肥
後
の
国
に
釆
て
「
舐
な
き
は
と
ゝ
ぎ
す
の
二
戸
」
を
聞
い
て
都
を
忍
び
「
お
か
し
」
 
 

と
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
は
、
『
徒
然
草
』
 
の
風
流
な
旅
の
イ
メ
ー
ジ
も
興
味
深
く
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
同
時
に
、
こ
の
部
分
望
刑
後
か
ら
ほ
、
こ
れ
ま
で
の
候
文
体
を
転
換
し
て
通
常
の
雅
文
体
が
導
入
さ
れ
、
最
終
部
ま
で
そ
れ
が
 
 

続
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
は
、
内
容
に
即
応
し
て
意
識
的
に
文
体
の
転
換
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
書
 
 

（
注
8
）
 
 

簡
文
体
を
転
換
し
一
部
で
通
常
の
説
話
文
体
に
転
ず
る
語
例
は
、
拙
論
に
云
う
A
系
列
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
 
 

「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
以
下
の
文
体
ほ
、
他
事
の
場
合
と
異
つ
て
雅
文
体
が
基
調
と
な
り
、
他
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
体
の
転
換
は
、
筆
者
の
や
や
と
ば
け
た
の
ん
き
な
風
流
人
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
な
創
出
す
る
上
で
有
効
 
 

に
生
か
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
の
文
体
の
異
色
ぶ
り
が
『
文
反
古
』
全
体
の
変
化
な
生
む
上
で
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
 
 

10   
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（
注
7
）
 
 

墳
撞
的
に
評
価
ナ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
て
、
「
純
な
き
ほ
と
1
ぎ
す
の
〓
戸
」
を
聞
き
、
「
是
に
は
一
作
」
と
、
「
胸
に
三
重
寵
を
躁
か
へ
す
う
ち
に
」
、
某
上
人
が
 
 

訪
れ
、
そ
の
御
供
の
「
お
そ
ば
さ
ら
ず
と
お
ば
し
き
二
八
に
た
ら
ぬ
美
童
」
を
筆
者
は
か
い
ま
見
る
と
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
か
ほ
つ
き
の
う
つ
く
し
さ
、
京
に
て
も
つ
ゐ
に
見
た
事
た
し
。
「
か
ゝ
る
西
の
は
て
に
も
、
此
よ
う
な
生
も
の
も
あ
る
も
の
か
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

い
と
ひ
 
 

組
も
命
は
な
が
ら
へ
て
こ
そ
、
た
め
し
な
き
物
を
見
れ
」
と
、
す
ヾ
ろ
に
身
の
毛
よ
だ
ち
て
、
「
中
／
1
花
や
か
な
る
を
厭
て
 
 

来
る
ひ
な
に
、
凡
慮
の
外
の
な
や
み
の
種
を
見
出
す
事
よ
」
と
、
胸
の
煙
の
立
さ
は
ぎ
、
 
 

と
い
う
こ
と
忙
な
る
。
こ
こ
で
は
、
「
京
忙
て
も
つ
ゐ
に
見
た
事
な
し
」
、
「
か
ゝ
る
西
の
は
て
に
も
」
、
「
ひ
な
に
」
と
帯
と
の
対
比
 
 

が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
「
ゐ
な
か
び
た
る
所
、
山
里
な
ど
は
、
い
と
日
慣
れ
ぬ
事
の
み
ぞ
多
か
る
」
（
徒
然
・
1
5
〕
 
の
 
 

具
体
化
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『
徒
然
』
 
の
「
冒
さ
む
る
心
地
」
が
、
お
そ
ら
く
は
風
景
な
ど
を
対
象
と
L
 
 

て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
対
象
が
「
襲
童
」
で
あ
る
こ
と
に
ょ
り
、
『
徒
然
』
 
の
風
雅
ほ
ま
さ
に
俗
化
さ
れ
ー
バ
ロ
デ
T
化
さ
れ
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、
一
見
雅
文
詞
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
「
此
よ
う
な
生
も
の
も
」
と
い
っ
た
直
接
的
な
表
現
、
「
あ
る
も
の
 
 

か
。
籾
も
命
は
」
 
の
部
分
の
「
嘆
き
な
が
ら
も
月
日
を
送
る
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
か
」
と
い
う
当
世
流
行
の
投
節
を
き
か
し
て
の
 
 

お
ど
け
た
表
現
、
「
身
の
毛
よ
だ
ち
て
」
と
い
う
本
来
の
意
味
を
ず
ら
し
た
オ
ー
バ
ー
で
俗
な
表
現
を
導
入
ナ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

可
笑
昧
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
筆
者
が
自
ら
の
体
 
 

験
を
報
じ
て
行
く
書
き
方
は
、
一
見
勿
鉢
ら
し
く
恰
好
を
つ
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
内
 
 

容
と
反
撃
し
っ
つ
何
と
な
く
可
笑
く
な
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
ぼ
け
た
味
わ
い
が
序
々
に
ふ
く
ら
ん
で
行
く
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

の
ぞ
 
 
 

そ
れ
は
、
こ
の
後
、
そ
の
美
塞
が
帰
る
姿
を
「
ま
き
の
戸
の
隙
よ
り
眠
き
て
、
な
を
ひ
と
し
は
の
お
も
ひ
と
な
」
り
、
 
 

跡
に
て
、
「
け
ふ
の
美
人
の
名
は
い
か
に
」
と
間
は
、
「
や
ん
ご
と
な
き
御
か
た
の
御
二
男
な
り
し
が
、
す
ゑ
′
ハ
＼
出
家
の
望
み
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

あ
り
て
、
今
の
上
人
に
あ
づ
け
人
」
と
語
ら
れ
し
に
、
比
君
に
腸
を
さ
く
心
地
し
て
、
う
つ
1
な
く
な
れ
り
。
「
あ
は
れ
、
是
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

轟
の
清
僧
を
な
や
ま
す
事
ぞ
」
と
、
我
な
が
ら
口
惜
く
、
 
 

と
い
う
記
述
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
腸
を
さ
く
心
地
」
と
い
う
悲
し
み
の
表
現
を
わ
ぎ
と
ず
ら
し
て
恋
の
患
い
に
転
用
L
た
ち
 
 

ヽ  

1l   
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ぐ
は
ぐ
な
表
現
、
「
う
つ
⊥
な
く
な
」
っ
た
自
ら
を
「
是
程
の
清
倖
」
な
ど
と
称
し
て
、
と
ぼ
け
た
可
笑
昧
を
生
む
表
現
に
も
見
ら
 
1
2
 
 

れ
る
よ
う
に
、
筆
者
の
俗
に
云
う
ず
っ
こ
け
ぷ
り
が
、
読
者
の
笑
い
を
さ
そ
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
ま
じ
め
そ
 
 

う
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
ち
ぐ
ほ
ぐ
で
、
風
流
を
気
取
っ
て
は
い
な
が
ら
俗
気
漫
々
と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
人
物
像
が
、
こ
の
手
 
 

紙
の
随
所
か
ら
浮
び
上
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
人
物
が
、
「
亭
坊
の
お
も
わ
く
を
も
か
へ
り
見
ず
、
「
せ
め
て
心
は
通
じ
て
給
は
れ
」
と
、
書
簡
紙
に
筆
を
そ
め
て
つ
 
 

か
は
し
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
以
下
、
『
色
遠
大
哉
』
追
加
の
一
部
と
類
似
す
る
文
章
が
続
く
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
ほ
後
に
検
 
 

討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
ま
ず
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
部
分
が
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
場
合
 
 

に
く
ら
べ
、
作
品
全
体
の
ス
ム
ー
ズ
な
展
開
の
中
で
、
何
の
無
理
も
な
く
用
い
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
触
 
 

れ
た
よ
う
に
『
色
道
大
鼓
』
で
は
、
男
色
尊
重
を
説
い
た
男
が
忘
れ
て
行
っ
た
鼻
紙
袋
の
中
に
あ
っ
た
文
章
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
が
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
 
 

こ
こ
で
は
美
童
に
迷
っ
た
体
験
を
報
ず
る
書
簡
の
中
の
書
簡
と
い
う
趣
向
、
一
つ
の
変
っ
た
趣
向
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
読
者
の
興
 
 

味
を
惹
こ
う
と
し
て
お
り
、
作
品
構
成
上
の
周
到
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
（
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
『
文
反
 
 

古
』
は
、
書
簡
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
て
も
、
種
々
の
趣
向
を
も
う
け
て
作
品
全
体
に
変
化
を
つ
け
て
い
る
が
、
書
簡
中
に
書
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

簡
を
引
用
す
る
と
い
う
趣
向
は
、
こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
「
萬
の
」
を
ね
ら
う
姿
勢
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
云
 
 

え
る
で
あ
ろ
う
）
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
部
分
に
類
似
す
る
『
色
道
大
鼓
』
の
文
章
が
、
「
か
た
は
ら
を
よ
る
後
生
大
事
に
包
し
文
」
と
解
介
さ
れ
て
引
用
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

さ
れ
、
「
此
か
た
さ
、
今
時
め
づ
ら
し
き
物
ぞ
ろ
へ
、
見
る
も
い
や
な
り
」
と
評
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
思
い
起
こ
L
 
 

て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
場
合
、
自
分
の
書
簡
を
自
分
が
引
用
す
る
形
ゆ
え
に
、
 
 

こ
の
よ
う
な
文
章
に
対
し
批
評
の
言
葉
を
記
L
て
ほ
い
な
い
が
、
『
色
道
大
鼓
』
の
右
の
評
文
は
、
西
鶴
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
 
 

め
て
、
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
部
分
を
導
入
し
た
か
を
推
定
す
 
 

る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
部
分
は
、
「
此
か
た
さ
、
今
時
め
づ
ら
し
き
」
、
ま
さ
に
流
行
遅
れ
 
 

の
ザ
っ
こ
け
ぷ
り
、
「
見
る
も
い
や
」
な
勿
鉢
を
つ
け
恰
好
を
つ
け
た
だ
け
の
い
や
ら
し
さ
、
そ
れ
故
に
「
か
た
ほ
ら
を
よ
る
」
可
 
 

笑
さ
を
生
む
軽
侮
す
べ
き
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
な
人
物
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ヽ
ヽ
ヽ
 
 

が
書
き
そ
う
な
書
簡
ら
し
さ
を
十
二
分
に
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
こ
の
部
分
は
、
作
中
で
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
 
 

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
此
か
た
さ
」
 
「
今
時
め
づ
ら
し
き
」
部
分
り
あ
る
こ
と
が
、
『
文
反
古
』
全
体
に
 
 

変
化
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
こ
の
手
紙
の
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
る
上
で
、
こ
の
書
簡
中
の
書
簡
と
い
う
趣
向
 
 

ほ
、
巧
み
忙
生
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
書
簡
の
引
用
の
あ
と
、
筆
者
は
、
 
 

と
、
お
も
ふ
岸
書
つ
づ
け
て
遣
ほ
L
け
る
に
、
先
さ
ま
、
「
是
は
」
と
、
お
情
の
燥
し
く
だ
さ
れ
、
そ
れ
ほ
そ
れ
は
い
ふ
に
た
 
 

え
ず
、
筆
紙
匠
ほ
及
が
た
し
。
「
ち
か
き
程
の
首
尾
に
、
旅
庵
へ
一
夕
御
ま
み
へ
あ
る
べ
し
」
と
の
御
内
証
、
い
ま
だ
御
日
ぎ
 
 

し
し
れ
ず
、
是
を
待
う
ち
の
物
わ
び
し
く
、
票
が
恋
の
只
中
と
お
も
ひ
暮
し
申
慎
。
 
 

と
、
「
お
情
の
帰
し
（
＝
返
し
）
」
を
も
ら
っ
た
由
を
告
げ
る
。
し
か
し
、
「
い
ま
だ
御
日
ぎ
し
し
れ
ず
」
と
、
会
う
予
定
が
決
っ
 
 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
一
人
が
喜
ん
で
、
次
に
見
る
よ
う
に
勝
手
に
夢
を
ふ
く
ら
ま
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
も
あ
り
、
さ
 
 

ら
に
は
「
是
を
待
う
ち
の
物
わ
び
L
く
、
莞
が
恋
の
只
中
」
と
粋
が
っ
て
い
る
だ
け
で
も
あ
る
。
読
者
は
「
是
を
…
只
中
」
 
の
一
文
 
 

に
ょ
っ
て
、
「
徒
然
草
』
の
「
花
は
盛
り
に
…
」
で
始
ま
る
著
名
な
百
三
十
七
段
（
『
徒
然
』
を
上
・
下
二
冊
に
分
け
る
板
木
で
は
、
 
 

下
の
第
一
章
と
な
る
〕
 
の
次
の
部
分
、
 
 

男
女
の
措
も
ひ
と
へ
に
蓬
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
も
の
か
は
。
蓮
は
で
止
み
に
し
憂
さ
を
思
ひ
、
あ
だ
な
る
契
を
か
こ
ち
、
長
き
夜
 
 

を
ひ
と
り
明
し
、
遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
、
浅
茅
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
、
色
好
む
と
は
い
ほ
め
。
 
 

を
思
い
浮
べ
、
筆
者
が
、
『
徒
然
草
』
 
の
好
色
の
あ
り
よ
う
を
気
取
っ
て
粋
が
っ
て
い
る
資
に
苦
笑
す
る
以
外
に
は
な
い
。
西
鶴
は
、
 
 

こ
こ
で
又
読
者
に
『
徒
然
草
』
 
の
二
段
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
冒
頭
で
『
徒
然
』
を
用
い
た
こ
と
と
照
応
さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
 
 

の
部
分
で
は
、
粋
法
師
兼
好
と
は
裏
腹
に
、
こ
れ
ま
で
印
象
づ
け
ら
れ
て
釆
た
野
暮
法
師
の
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
兼
好
を
気
取
る
 
 

こ
と
で
強
調
き
れ
、
「
物
わ
び
し
く
」
恋
の
成
就
を
夢
見
る
姿
が
い
さ
さ
か
な
ら
ず
滑
稽
味
を
帯
び
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

そ
し
て
、
筆
者
は
、
「
い
ま
だ
御
日
ぎ
し
し
れ
ず
」
成
就
す
る
か
ど
う
か
分
か
ら
ぬ
出
会
い
の
目
に
ま
で
夢
を
ふ
く
ら
ま
L
て
、
 
 

か
く
報
ず
る
。
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0
 
 
 

1
 
 
 

此
た
び
、
右
の
か
ひ
な
の
六
字
、
夢
現
書
た
る
入
ぼ
く
ろ
、
用
に
立
申
候
。
あ
は
れ
、
近
く
ば
某
夜
の
あ
り
さ
ま
見
せ
た
し
。
 
 

お
名
は
、
岡
嶋
妥
女
さ
ま
い
ふ
な
れ
ば
、
御
か
は
ら
け
給
は
り
て
、
夜
す
が
ら
か
た
じ
け
な
い
事
を
御
物
語
り
申
所
、
し
ば
し
 
 

此
国
の
鳥
、
其
元
の
祀
蘭
ば
や
し
へ
あ
づ
け
た
く
侯
。
 
 

こ
こ
で
は
、
約
束
の
日
取
り
も
決
ま
ら
ぬ
先
に
、
「
右
の
か
ひ
な
竺
ハ
宇
」
の
「
入
ば
く
ろ
」
が
「
用
に
立
」
 
つ
と
筆
者
は
夢
想
す
 
 

る
わ
け
だ
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
名
号
を
入
墨
す
る
こ
と
に
対
し
て
ほ
、
す
で
に
『
色
道
夫
鎧
』
巻
六
の
第
四
諒
薦
が
、
 
 

二
二
こ
 
 
 

蘇
を
す
る
事
、
恋
の
一
す
ぢ
の
み
忙
あ
ら
ず
、
中
間
・
馬
追
・
船
子
の
た
ぐ
ひ
は
、
人
も
す
さ
め
ぎ
る
忙
、
を
の
れ
一
分
の
所
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

意
と
し
て
、
紋
所
を
ゑ
が
き
入
つ
、
題
目
の
七
字
・
六
宇
の
名
号
、
又
は
冊
六
返
の
念
珠
の
か
た
ち
な
ど
を
、
か
た
さ
き
に
掘
 
 

も
ん
も
う
 
 

入
て
、
是
を
た
の
し
む
お
は
か
り
。
下
愚
な
り
と
い
は
ん
や
、
蚊
虻
（
＝
文
盲
に
同
じ
〕
な
り
と
い
は
ん
や
。
 
 

と
評
L
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
中
間
■
馬
追
・
船
子
の
た
ぐ
ひ
」
の
や
る
六
字
の
入
墨
を
、
僧
侶
た
る
筆
者
が
や
っ
て
い
て
、
 
 

そ
れ
を
役
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
「
下
愚
な
り
と
い
は
ん
や
、
蚊
虻
な
り
と
い
は
ん
や
」
で
あ
り
、
可
笑
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ
 
 

ん
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ほ
、
も
と
よ
り
「
用
に
立
」
 
つ
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
を
見
せ
れ
ば
、
た
と
え
出
会
い
 
 

の
折
が
あ
っ
て
も
、
振
ら
れ
る
こ
と
ほ
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
あ
は
れ
、
ち
か
く
ぼ
某
夜
の
あ
 
 

り
さ
ま
見
せ
た
し
」
と
称
し
、
「
比
国
［
の
烏
」
を
京
へ
預
け
た
い
な
ど
と
い
っ
て
、
自
分
の
も
て
ぷ
り
を
夢
想
し
続
け
る
。
こ
の
筆
 
 

者
の
ず
っ
こ
け
ぷ
り
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
見
勿
鉢
ら
L
く
善
か
れ
て
は
い
て
も
、
読
者
ほ
吹
き
出
さ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

の
ん
き
で
人
の
好
い
男
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ど
こ
か
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
今
時
め
づ
ら
し
き
」
ユ
ニ
ー
ク
な
、
そ
九
 
 

故
に
可
笑
い
人
物
像
が
浮
び
上
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
L
、
も
て
る
こ
と
を
確
信
す
る
筆
者
は
、
読
者
を
笑
わ
せ
る
た
め
の
落
ち
を
つ
け
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
手
 
 

紙
を
結
ぶ
。
 
 

此
事
、
月
西
魔
の
草
履
取
松
之
介
に
、
御
沙
汰
あ
る
ま
じ
く
供
。
頓
て
罷
上
り
、
は
な
し
種
に
書
残
し
申
侯
。
以
上
 
 

以
上
の
事
を
、
京
の
男
色
相
手
に
は
伝
え
て
く
れ
る
な
と
い
い
、
帰
京
後
の
「
ほ
な
し
（
の
〕
種
」
に
こ
れ
ま
で
と
す
る
と
結
ぶ
わ
 
 

け
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
ど
ん
な
諸
に
な
る
の
か
。
読
者
は
、
筆
者
の
夢
が
単
な
る
夢
に
終
り
、
お
そ
ら
く
は
ず
っ
こ
け
た
情
な
い
結
 
 

果
を
受
け
取
り
手
の
遊
夕
に
話
す
こ
と
に
な
る
と
想
像
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
最
後
の
部
分
が
落
ち
を
つ
け
た
の
と
同
じ
効
果
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長
町
忙
、
魚
釣
針
し
て
売
坊
守
あ
り
。
道
頓
堀
に
、
し
の
び
が
へ
し
う
つ
た
る
草
庵
あ
り
。
玉
造
り
に
年
中
仲
人
を
し
て
身
過
 
 

す
る
法
師
有
。
天
王
寺
に
、
鈷
坊
主
に
衣
の
日
借
を
と
せ
い
に
す
る
出
家
あ
り
。
文
藻
の
椰
近
く
に
、
十
日
切
の
借
銀
し
て
、
 
 

明
暮
十
露
盤
に
心
を
つ
く
す
坊
主
も
有
。
あ
た
ま
を
剃
、
墨
衣
着
て
、
形
は
出
家
に
な
れ
ど
も
、
中
′
＼
内
心
は
皆
、
鬼
に
こ
 
 

ろ
も
な
り
。
 
 

こ
の
よ
う
な
批
判
を
行
う
西
鶴
が
、
「
法
師
似
合
た
る
也
」
と
の
み
評
し
て
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
終
え
る
時
、
本
文
の
書
簡
の
筆
 
 

0
0
 
者
慶
限
（
限
を
慶
ば
す
の
意
の
擬
人
名
で
、
本
文
の
覗
き
の
場
か
ら
の
連
想
に
よ
る
名
か
〕
 
の
間
抜
け
な
好
色
ぶ
り
、
そ
れ
も
一
見
 
 

l
 
 

を
発
揮
す
る
所
以
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
手
紙
文
の
後
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
場
合
に
も
、
『
文
反
古
』
の
他
の
語
草
と
同
じ
く
評
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
 
 

ご
と
く
で
あ
る
。
 
 

ぴ
し
ヤ
う
 
 
 

比
文
を
考
見
る
に
、
京
の
花
見
か
L
ま
し
く
西
国
に
く
だ
り
、
お
も
ひ
ょ
ら
ぬ
菓
児
な
づ
み
、
し
の
ば
せ
た
る
状
の
あ
ら
ま
し
、
 
 

克
と
せ
る
方
へ
し
ら
せ
け
る
と
見
へ
た
り
。
法
師
似
合
た
る
也
。
 
 

右
が
全
文
だ
が
、
こ
の
場
合
、
「
此
文
の
＝
…
・
見
へ
た
り
」
は
、
す
で
に
読
ん
だ
手
紙
の
内
容
が
要
約
さ
れ
て
い
る
の
み
だ
か
ら
、
 
 

評
ら
し
い
部
分
は
「
法
師
似
合
た
る
也
」
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
男
色
に
溺
れ
る
の
は
、
女
色
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
法
師
に
似
つ
 
 

か
わ
L
い
こ
と
だ
、
と
い
う
表
面
上
の
意
味
だ
け
で
は
こ
れ
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
受
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
で
 
 

に
見
た
本
文
の
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
や
本
文
の
内
容
・
書
き
方
と
重
ね
合
せ
た
時
、
こ
こ
に
は
痛
烈
な
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
 
 

る
べ
き
で
あ
り
、
「
法
師
似
合
た
る
也
」
と
い
う
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
口
調
に
も
軽
侮
の
気
持
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

と
い
う
の
ほ
、
西
鶴
に
は
、
当
時
の
俗
僧
を
強
烈
に
批
判
す
る
作
品
が
少
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
文
反
古
』
巻
五
の
四
に
も
と
 
 

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
本
朝
二
十
不
孝
』
 
山
の
四
、
『
西
鶴
織
留
』
五
の
一
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
世
間
僧
を
直
接
批
判
し
た
り
、
 
 

作
中
に
登
場
さ
せ
て
諷
し
た
り
す
る
例
は
、
数
多
く
指
摘
で
き
る
。
や
や
長
文
だ
が
『
西
鶴
織
留
』
五
の
山
の
一
部
を
一
例
と
し
て
 
 

掲
げ
て
み
る
。
 
 

も
ろ
も
ろ
 
 
 

諸
の
寺
法
師
、
世
わ
た
り
の
人
あ
し
ら
ひ
、
在
家
に
替
る
事
な
し
。
…
…
殊
更
、
此
程
の
道
心
の
む
す
び
し
薪
庵
、
気
を
付
て
 
 

ゆ
ぐ
 
 
 

見
る
に
皆
お
か
し
。
東
高
津
に
、
毎
日
薄
お
し
ろ
ひ
を
す
る
出
家
あ
り
。
塩
町
に
、
常
任
ひ
り
ん
ず
の
内
衣
し
て
居
る
尼
有
。
 
 15   
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勿
鉢
ぶ
っ
て
風
流
を
気
取
る
俗
僧
の
ず
っ
こ
け
ぷ
り
に
対
す
る
西
鶴
の
痛
烈
な
皮
肉
を
感
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

読
者
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
と
合
槌
を
打
っ
て
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
読
み
終
え
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。
 
 

以
上
、
い
さ
さ
か
な
ら
ず
冗
慢
に
な
る
の
を
承
知
の
上
で
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
見
所
を
中
心
に
考
え
 
 

て
来
た
。
こ
れ
ま
で
の
詩
経
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
重
点
を
置
い
て
の
細
介
の
た
め
、
や
や
脇
道
に
そ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
穏
 
 

当
を
欠
く
指
摘
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
応
右
に
ょ
っ
て
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
に
対
す
る
現
在
の
私
の
読
み
方
を
示
L
た
つ
も
 
 

り
で
あ
る
。
こ
れ
に
ど
れ
だ
け
の
説
得
力
が
あ
る
か
、
保
証
の
か
ぎ
り
で
ほ
な
い
が
、
私
は
、
従
来
、
ほ
と
ん
ど
論
評
が
加
え
ら
れ
 
 

る
こ
と
な
く
黙
殺
さ
れ
て
釆
た
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
面
白
い
作
品
と
評
し
う
る
の
が
「
京
都
の
 
 

花
嫌
ひ
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
一
章
な
ど
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
周
到
な
構
成
の
も
と
に
、
 
 

勿
鉢
ぶ
っ
た
雅
文
調
の
文
体
が
内
容
と
即
応
し
っ
つ
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
す
る
か
が
十
分
に
計
量
さ
れ
た
上
で
善
か
れ
、
執
流
 
 

ヽ
「
 
 

を
気
取
る
間
抜
け
で
美
童
好
き
な
俗
僧
の
ユ
ニ
ー
ク
な
イ
メ
ー
ジ
な
寂
し
て
笑
わ
せ
る
、
す
こ
ぶ
る
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
作
品
と
称
 
 

し
う
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
こ
れ
は
、
内
容
・
文
体
・
構
成
の
い
ず
れ
の
面
か
ら
見
て
も
ー
『
文
反
古
』
 
の
中
で
そ
の
ユ
ニ
ー
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ク
さ
を
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
「
萬
の
」
文
反
古
を
意
図
す
る
時
、
そ
の
作
品
全
体
の
バ
ラ
テ
ィ
を
生
む
上
で
貢
献
す
る
こ
と
 
 

に
な
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
緊
張
感
－
切
迫
感
、
い
わ
ば
迫
力
に
欠
け
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
私
も
東
如
し
て
い
る
。
芙
童
 
 

好
き
の
僧
の
自
慢
話
め
い
た
体
験
の
報
告
を
、
か
ら
か
い
と
皮
肉
な
視
点
か
ら
手
紙
に
仕
組
ん
で
み
て
も
、
時
に
他
の
作
品
で
云
わ
れ
 
 

る
「
極
限
状
況
」
を
設
定
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
迫
力
が
生
ま
れ
よ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
L
、
『
文
反
古
』
の
中
の
従
来
秀
作
と
 
 

評
さ
れ
て
来
た
い
く
つ
か
の
作
品
に
注
目
す
る
の
み
で
『
文
反
古
』
を
と
ら
え
、
そ
の
特
色
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
ほ
、
す
で
に
触
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

れ
た
よ
う
に
『
文
反
古
』
全
体
に
対
し
て
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
な
ら
ず
片
手
落
ち
で
あ
る
。
「
萬
の
文
反
古
」
で
あ
 
 

る
以
上
、
僅
々
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
あ
っ
て
い
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
萬
の
」
 
に
な
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

云
う
ま
で
も
な
く
、
西
鶴
の
作
品
の
多
く
は
、
内
容
に
よ
っ
て
短
篇
を
類
従
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
し
か
し
、
『
文
反
古
』
は
、
 
 

書
簡
と
い
う
趣
向
の
共
通
性
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
炉
似
の
内
容
の
も
の
を
集
め
る
こ
と
を
要
さ
な
い
形
で
、
 
 

‖莞   
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む
し
ろ
、
趣
向
が
同
じ
で
あ
る
た
め
に
内
容
の
変
化
に
よ
っ
て
目
先
を
変
え
る
必
要
の
あ
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
は
ず
の
作
品
で
あ
 
 

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
内
容
に
よ
っ
て
短
扁
を
類
従
す
る
作
品
に
対
す
る
の
と
同
じ
視
点
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
 
 

ば
現
在
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
よ
う
な
作
品
の
面
白
さ
を
も
認
め
（
も
ち
ろ
ん
、
も
し
認
め
ら
れ
れ
ば
で
は
あ
る
が
）
、
『
文
反
古
』
を
 
 

よ
り
巾
広
く
、
そ
の
豊
か
さ
を
求
め
て
読
ん
で
行
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
文
反
古
』
中
に
は
、
こ
れ
 
 

ま
で
黙
殺
さ
れ
て
来
て
は
い
て
も
、
視
点
の
あ
て
方
に
よ
っ
て
は
興
味
深
い
作
品
と
評
し
う
る
も
の
が
、
他
に
も
存
在
し
て
い
る
よ
 
 

〔
吐
8
）
 
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
『
文
反
古
』
全
体
を
押
え
、
そ
れ
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
個
々
の
作
品
に
対
す
る
新
た
な
読
み
の
開
 
 

発
が
必
要
の
よ
う
で
あ
り
、
現
在
は
も
は
や
、
若
干
の
秀
作
と
称
さ
れ
る
も
の
を
云
々
し
て
『
文
反
古
』
を
把
鐘
で
き
た
と
称
す
る
研
 
 

究
段
階
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
紹
介
し
っ
つ
私
見
を
加
え
、
あ
え
て
大
巾
に
祇
幅
を
要
し
た
所
以
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
一
方
、
右
の
よ
う
に
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
作
品
と
し
て
の
面
白
さ
、
そ
の
仕
組
み
の
巧
妙
さ
を
い
か
に
論
じ
た
と
し
 
 

て
も
、
そ
れ
が
西
鶴
の
作
品
だ
と
い
う
論
証
に
な
ら
な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
程
の
作
品
を
書
け
る
作
者
が
、
当
時
西
鶴
以
 
 

外
に
想
定
で
き
る
か
と
い
っ
た
論
理
は
、
お
そ
ら
く
現
在
、
い
さ
さ
か
の
説
得
力
も
持
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
ほ
、
当
時
の
作
 
 

者
た
ち
の
他
の
作
品
を
検
討
し
て
み
て
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
よ
う
な
作
品
を
書
け
る
者
は
い
な
い
の
で
ほ
な
い
か
と
考
え
て
い
 
 

ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 

る
が
、
そ
れ
ほ
、
論
拠
不
十
分
な
確
信
、
あ
る
い
は
、
い
い
加
減
な
勘
正
す
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
時
に
ほ
不
確
か
な
資
料
よ
り
は
勘
の
方
が
当
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
そ
ん
な
云
い
方
は
冗
談
の
域
に
止
ま
る
。
と
り
 
 

わ
け
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
場
合
に
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
作
中
で
の
扱
い
方
、
そ
の
効
果
等
は
全
く
異
な
る
に
し
て
 
 

も
、
八
年
ニ
ケ
月
前
に
出
刊
さ
れ
た
作
品
の
中
に
、
偶
然
の
額
ぬ
と
ほ
見
ら
れ
ぬ
長
文
に
わ
た
る
類
似
し
た
一
節
の
あ
る
こ
と
が
指
 
 

摘
せ
ら
れ
、
西
鶴
作
へ
の
疑
問
が
十
分
の
説
得
力
を
持
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
擬
作
と
い
う
「
断
定
」
を
下
す
論
者
も
あ
る
程
な
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
あ
る
。
両
者
豊
野
似
関
係
を
改
め
て
検
討
し
直
し
て
み
な
い
以
上
、
も
は
や
西
鶴
作
を
主
張
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
っ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ  

て
良
い
。
今
更
の
感
も
あ
る
が
、
以
下
で
は
あ
え
て
両
者
の
類
似
関
係
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

板
坂
元
氏
ほ
、
「
用
水
作
と
考
え
ら
れ
る
『
色
道
大
鼓
』
の
一
部
分
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
1
 
『
西
鶴
文
反
古
』
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
 
 

（
托
q
こ
 
 

い
る
と
い
う
現
象
」
と
云
わ
れ
、
両
者
は
そ
の
後
も
詳
細
に
比
較
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
来
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
に
は
、
必
ず
し
も
 
 7
 
 
 

1
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『
色
道
夫
車
』
追
加
の
部
分
よ
り
（
以
下
で
は
A
と
称
す
る
）
 
 

て
ん
せ
い
 
 
†
が
七
 
 
 
亡
 
ば
ん
 
 
こ
ゝ
ろ
 
 
 
た
ゞ
 
 
て
い
 
 

ぴ
し
干
さ
ね
ん
 
 

こ
ゝ
に
美
少
年
あ
り
。
天
性
の
形
良
。
地
盤
の
意
志
。
只
是
郵
 
 

た
与
 
 
し
サ
ん
さ
ん
 
 
 
せ
つ
き
 
九
う
 
 
ひ
き
 
 
と
ぅ
け
ん
 
 
亡
ん
れ
う
 
 
 
 
か
ん
 
 
あ
い
て
い
 
 

桃
が
紫
絵
巾
を
石
季
龍
に
曳
。
董
賢
が
衰
竜
袖
を
襲
の
京
帝
に
 
 

た
つ
 

ほ
く
せ
き
む
L
ん
 

け
ん
も
ん
 
 

斬
も
の
な
り
。
我
も
木
石
無
心
に
あ
ら
ぎ
れ
は
見
聞
心
を
お
ど
 
 

あ
⊥
た
う
ら
，
 
 
蜜
の
も
 
ち
，
 
 
あ
み
 
 
 
 
か
け
は
L
お
よ
ぴ
 
 

ろ
か
し
嗟
蛙
燃
が
斧
蜘
妹
の
綱
雲
に
梯
及
な
し
と
い
へ
ど
 
 

や
 
ぎ
や
う
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
く
ゎ
い
 
 
の
▲
 
 
こ
と
ば
 
も
。
今
也
狂
斐
を
つ
ヾ
り
て
卑
懐
を
述
其
詞
 
 

さ
て
も
し
ん
き
ゃ
 
 
 
き
ん
ね
ん
ま
へ
上
り
お
も
ひ
 
扱
心
気
哉
 
自
三
年
前
念
 
 

と
て
l
な
た
ゝ
は
 
 
 
こ
九
 
 
す
ん
き
き
ほ
ヤ
み
 
 

社
名
立
貢
 
是
一
寸
向
闇
 
 

む
ね
は
も
モ
の
け
▲
り
に
こ
が
れ
 
な
み
だ
ほ
 
し
ら
カ
、
は
の
な
鼠
に
し
た
ゞ
る
 
 
 

胸
焦
三
阿
蘇
之
畑
－
涙
滴
二
 
白
川
之
浪
一
 
 

重
な
じ
り
か
つ
ら
○
わ
書
こ
ら
し
 
 

†
な
ぎ
り
ト
と
ょ
サ
は
モ
し
 
 
共
時
親
王
千
種
輪
一
御
心
細
こ
於
柳
糸
一
 
 

は
よ
 
 
 
 
つ
る
が
き
き
E
つ
曹
L
上
り
 
去
程
に
 
自
二
者
鶴
崎
－
 
 

か
ぃ
ぎ
う
し
与
は
な
0
う
ち
 
の
ば
た
ん
と
う
け
拾
ほ
る
 
 
 
四
海
九
州
承
l
一
花
葉
牡
丹
－
 
 

く
t
i
と
に
あ
申
し
上
り
 
 

依
レ
在
こ
熊
本
一
 
 

た
じ
†
う
 
 
へ
ん
ほ
た
士
¢
う
ち
の
こ
は
く
と
み
る
 
 

多
情
一
片
見
二
王
中
淡
泊
一
 
 

L
ん
じ
つ
は
な
に
す
ぐ
九
 
そ
亡
し
ん
た
士
と
う
た
が
ふ
 
 
真
実
勝
r
花
 
民
心
疑
レ
玉
 
 

「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
1
」
と
は
称
し
え
な
い
差
異
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
差
異
が
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
何
ら
か
望
見
味
 
 

を
持
つ
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
団
水
に
西
鶴
が
与
え
た
と
考
え
る
吉
田
幸
一
氏
の
説
の
当
否
を
認
定
す
る
 
 

た
め
に
も
、
そ
の
差
異
の
検
討
が
当
然
必
要
と
な
る
。
以
下
、
い
さ
さ
か
煩
雑
で
読
み
に
く
い
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
を
上
下
に
対
 
 

照
す
る
形
で
、
ま
ず
引
用
す
る
。
（
必
要
上
、
で
き
る
だ
け
原
文
に
近
い
形
で
翻
刻
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
の
翻
刻
で
表
し
が
た
い
 
 

差
異
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
〕
。
 
 

「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
竺
琴
似
部
分
よ
り
（
以
下
B
と
称
す
る
）
 
 

て
ん
せ
い
う
ま
九
び
丸
い
 
 

七
も
か
け
 
 

き
の
ふ
は
御
悌
を
見
奉
る
に
天
性
の
御
産
つ
き
美
果
に
し
て
 
 

是
や
此
。
那
那
が
酎
鮮
軒
を
昂
朝
酎
に
鮎
。
卦
削
が
翫
献
削
が
 
か
ん
 
 
あ
い
て
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
匂
り
 
ふ
■
じ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
く
l
の
 
 

湊
の
京
帝
に
た
つ
物
な
り
。
見
る
老
季
夫
人
に
う
た
が
ひ
間
者
 
 

け
ん
も
ん
 
 

や
さ
蕾
 
ひ
 
 
 
ぃ
‘
か
 
 
 
モ
九
ぽ
く
止
套
由
 
L
ん
 
 

場
景
妃
に
訝
る
。
夫
木
石
無
心
に
あ
ら
ぎ
れ
は
見
聞
こ
ゝ
ろ
を
 
 

う
ご
か
 

と
う
ろ
う
を
り
ち
も
う
も
魂
 
 

動
す
。
我
も
又
蛭
輔
が
斧
蜘
蛛
の
群
雲
に
か
け
ほ
し
と
い
へ
ど
 
 

け
う
ひ
 

お
も
ひ
の
∫
 
 

も
。
今
や
い
た
な
き
狂
斐
を
つ
ヾ
り
あ
つ
め
て
俵
を
透
る
。
 
 

む
ね
も
モ
け
⊥
巾
こ
が
 
 

か
が
み
 
 

か
性
 
 

か
り
そ
め
に
御
顔
ば
せ
を
拝
し
ょ
り
。
胸
は
阿
蘇
の
煙
を
焦
し
。
 
 

ま
な
し
り
か
つ
ら
も
 
 

な
左
だ
 

し
た
た
 
拍
は
白
川
の
浪
に
滴
る
。
其
陣
ほ
桂
の
給
を
こ
ら
し
。
御
心
 
 

い
と
つ
る
さ
▲
亡
か
い
瞥
う
 
柳
の
糸
の
ご
と
L
。
さ
る
程
に
聴
か
暗
に
つ
き
し
よ
り
四
海
九
 
 

L
さ
く
わ
り
 
 
 
げ
 
た
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
士
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
L
†
う
 
州
花
真
の
牡
丹
と
乗
る
。
し
か
し
熊
本
に
や
す
ら
ひ
て
。
多
情
 
 

さ
ち
 
 
こ
 
ほ
く
 
 

し
ん
じ
っ
 
 
 
 
す
ぐ
 
 
モ
こ
し
ん
 
 

へ
ん
 
 

山
片
ほ
玉
の
中
の
競
報
と
見
る
。
真
実
花
に
勝
る
1
と
底
心
む
 
 

乙
こ
く
て
う
あ
l
、
せ
い
L
 

め
い
上
 
 

が
う
う
た
が
ふ
。
異
国
寵
愛
の
酉
施
。
日
本
名
誉
の
小
町
。
ゆ
 
 

卓
也
 
 

わ
か
書
か
り
な
り
ひ
ら
さ
い
た
ん
 
 

き
ひ
ら
の
若
盛
業
平
の
再
起
。
夢
に
も
わ
す
れ
ね
ば
賞
て
も
恋
 
 

き
く
も
 
 

た
ぎ
い
の
り
 
ふ
ぢ
さ
き
 
 
鼠
モ
 
 

な
げ
 
 

し
け
れ
ば
。
但
祈
を
藤
崎
の
官
に
か
け
。
身
を
菊
地
川
に
投
ん
 
 
 
 
 
 
 
さ
上
い
 
 
 
 
 
ろ
 
わ
い
を
し
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ん
け
ん
 
 
書
い
 
 
し
ヤ
う
が
い
 
は
ん
す
い
 
 

と
す
。
御
意
に
ほ
露
命
惜
か
ら
ず
。
人
間
百
歳
の
生
鞋
。
半
炊
 
 
 

坤  
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上
し
つ
ね
の
わ
か
ぎ
か
り
 
 
な
り
ひ
ら
0
さ
ぃ
た
ん
 
 
 

義
経
若
盛
 
業
平
再
起
 
 

ゆ
わ
に
も
わ
す
九
き
れ
は
 
た
r
い
の
ウ
キ
ム
ち
が
さ
き
の
ん
や
に
か
け
 
夢
不
′
志
者
 
但
掛
t
一
所
於
藤
崎
宮
一
 
き
や
て
も
ー
た
こ
ひ
し
叶
れ
は
 
丸
を
 
き
 
く
ち
か
l
主
に
な
け
ん
と
†
 
覚
 
 

又
 
恋
 
著
 
将
レ
投
二
身
於
菊
池
河
一
 
 

こ
ゝ
ろ
－
こ
は
 
ち
め
い
を
し
む
こ
と
托
し
 
 
 

御
意
者
 
富
命
無
レ
惜
 
■
 
 

汁
ん
 
 
さ
い
の
L
や
さ
が
ト
 
 
ほ
ん
す
い
乃
ゆ
絶
セ
さ
と
ろ
 
 
人
間
百
歳
生
踵
 
倍
二
半
焼
蓼
一
 
 

き
ふ
 
 
十
 
の
 
て
 
薫
く
ら
 
せ
ん
ぎ
ん
の
上
ひ
上
り
も
た
つ
と
L
 
 
 

君
嶋
夜
之
手
枕
 
賛
〓
千
金
菅
¶
 
 

た
ち
ぁ
あ
さ
な
／
l
l
ゆ
ふ
な
 
（
以
下
略
。
な
お
、
後
の
部
分
に
「
…
…
起
居
朝
々
…
…
ク
 
 

．
／
■
．
1
 
 

乍
＝
」
 
の
語
が
出
て
来
る
）
。
 
 

常
識
的
忙
見
て
右
の
A
・
B
の
文
章
が
、
全
く
何
の
関
係
も
な
く
善
か
れ
た
と
考
え
ら
九
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
 
 

そ
の
関
係
を
、
従
来
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
A
↓
B
 
（
た
だ
し
．
A
、
B
と
も
に
西
鶴
作
と
見
る
青
田
氏
説
も
あ
る
）
 
の
関
係
と
し
て
 
 

の
み
と
ら
え
て
良
い
か
ど
う
か
に
ほ
問
題
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
比
較
す
れ
は
明
ら
か
な
ご
と
く
、
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
 
 

（
板
坂
氏
）
で
は
な
く
、
か
な
り
の
部
分
に
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
た
と
え
ば
、
A
を
見
な
が
ら
B
を
書
く
と
い
っ
た
こ
と
が
 
 

行
な
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
違
い
を
示
し
て
い
る
部
分
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
細
か
い
点
か
ら
問
題
に
し
て
行
く
。
 
 
 

右
の
よ
う
に
活
字
化
し
て
し
ま
え
ば
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
部
分
だ
が
、
仮
名
の
文
字
使
い
は
、
現
行
の
活
字
に
す
れ
ば
同
 
 

じ
で
も
、
も
と
の
宇
の
異
る
場
合
が
少
く
な
い
。
す
な
わ
ち
A
の
、
「
能
」
「
利
」
「
纏
」
等
の
崩
し
字
が
、
占
で
「
の
」
「
り
」
「
れ
」
 
 

等
と
簡
略
な
用
字
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
名
の
文
字
使
い
ほ
、
仮
旺
一
方
を
参
照
し
て
い
て
も
、
謄
写
・
臨
模
 
 

な
ど
で
な
い
限
り
、
書
き
手
の
癖
や
悪
意
に
よ
っ
て
変
え
ら
九
る
場
合
も
多
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
今
の
場
合
除
外
し
て
お
い
て
も
 
 

よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
濁
点
の
打
ち
方
に
も
違
い
が
あ
る
が
、
当
時
濁
点
が
厳
密
に
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
ほ
普
通
の
こ
と
だ
か
ら
、
 
 

こ
の
点
も
問
題
と
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

従
っ
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
漢
字
の
文
字
遭
い
、
振
仮
名
、
漢
字
↓
仮
名
、
仮
名
1
漢
字
、
擬
湊
文
の
訓
み
方
な
ど
に
見
 
 

ら
れ
る
相
異
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
列
記
す
る
。
 
 

き
と
 
 

た
ま
く
ら
せ
ん
き
ん
 
 
 
上
ひ
 
 
 
た
つ
と
 
 
 
智
き
 
 

の
夢
を
悟
る
。
君
山
夜
の
手
枕
千
金
の
否
よ
り
貴
し
。
起
て
 
 

あ
さ
 
 

居
て
も
朝
な
／
＼
タ
へ
く
わ
す
れ
や
ら
ぬ
は
大
か
た
な
ら
ぬ
 
 

も
ん
く
わ
 
 

田
果
と
¢
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（
江
迎
）
 
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
A
・
B
と
も
に
西
鶴
と
す
れ
は
、
当
然
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
り
え
な
い
）
。
2
、
3
、
4
、
6
、
7
、
 
 

1
5
、
1
6
は
書
き
癖
や
言
葉
づ
か
い
の
小
差
に
よ
っ
て
も
起
り
う
る
差
異
だ
が
、
常
識
的
に
ほ
、
参
照
関
係
旺
あ
れ
ば
、
同
じ
書
き
方
に
 
 

あ
み
 
な
る
万
が
普
通
と
考
え
ら
れ
る
。
5
A
の
「
綱
；
こ
」
は
単
純
な
誤
り
だ
が
、
5
B
ほ
A
I
B
の
過
程
で
の
訂
正
と
見
る
ほ
ど
の
も
 
 

の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
畠
は
、
擬
漠
文
の
A
が
「
は
な
の
う
ち
」
と
訓
み
、
雅
文
体
の
B
が
「
く
わ
り
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
 
 
 

右
ほ
、
同
じ
部
分
で
同
じ
言
葉
を
用
い
て
い
る
場
合
の
違
い
で
あ
る
。
 
 

l
 
 

ウ
］
 
 

3
 
 

4
 
 

5
 
 

6
 
 

7
 
 

8
 
 

9
 
 
 

n
U
 
 

1
 
 
 

1
 
 

1
 
 
 

2
 
 

1
 
 
 

3
 
1
 
 
 

一
4
－
 
 

1
 
 

ゆ
皐
な
ゆ
ム
な
 
 

1
5
 
A
タ
 
々
 
 

丁
こ
王
ノ
ヽ
ら
 
1
6
 
A
手
枕
 
 

て
い
た
土
ノ
 
A
鄭
桃
 
 

こ
ん
れ
う
し
う
 
A
衰
竜
神
 
 

た
つ
 
 

A
斬
も
の
な
り
 
 

け
ん
も
ん
 
 

A
見
聞
心
を
 
も
ち
ラ
あ
丸
 
 

A
蜘
妹
の
縞
（
7
マ
）
 
 

A
梯
 
 
 
け
ふ
り
 
 
な
屯
た
 
 

A
梱
 
涙
 
 

は
な
の
う
ち
 
A
花
裏
 
 

l
主
な
に
す
ぐ
九
 
A
勝
r
花
 
わ
す
れ
さ
れ
ば
 
A
不
レ
忘
者
 
 
 
ふ
ち
が
き
き
 
 
き
く
ち
 
ボ
は
 
 

A
藤
崎
 
葡
池
河
 
 

こ
⊥
ろ
に
は
 
A
御
意
者
 
 

暫
L
む
こ
と
な
し
 
A
無
r
惜
 
 

た
ち
ゐ
ぁ
き
な
あ
き
な
 
A
起
居
朝
々
 
 

B 二B］BIき 王i王 B  

く
わ
り
 
 

B
 
花
素
 
 

月
 
花
に
捗
る
1
 
 

B
 
わ
す
れ
ね
ば
 
 

ム
ぢ
さ
ぎ
 
 
き
く
ち
 
 

B
 
藤
崎
 
菊
地
州
 
 

●
、
上
い
 
 

B
 
御
意
に
ほ
 
 

セ
し
 
 

B
 
惜
か
ら
ず
 
 

セ
き
 
 

B
 
起
て
居
て
も
朝
な
ノ
＼
 
 

B
 
タ
へ
く
 
 

た
ま
く
ら
 
B
 
手
枕
 
 
 

ゥ
 

酢
据
 
 

こ
ん
○
や
う
し
う
 
衰
龍
神
 
 

た
つ
物
な
り
 
 

見
聞
こ
⊥
ろ
を
 
 

ち
ち
ら
も
み
 
 

蜘
蛛
の
開
 
 

か
け
は
し
 
 

け
む
h
′
ユ
覆
ん
土
 
煙
 
滑
 
 

て
い
て
て
ク
 
 

1
B
の
鄭
挑
の
「
挑
」
は
誤
り
だ
が
、
A
を
見
て
B
に
誤
る
 
 

2什  
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B
の
参
照
し
た
も
の
に
振
仮
名
が
な
か
っ
た
こ
と
を
臆
測
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
9
、
1
0
、
1
2
、
1
3
、
1
4
は
、
も
し
B
が
A
を
参
 
 

照
し
て
い
れ
ば
生
ま
れ
そ
う
に
な
い
相
異
で
あ
り
、
こ
れ
又
B
が
参
照
し
た
も
の
に
振
仮
名
の
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
1
1
 
 

の
「
菊
池
河
」
は
地
名
故
、
三
字
中
二
字
を
違
え
て
い
る
こ
と
は
、
参
照
関
係
を
否
定
す
る
ご
と
く
で
あ
り
、
「
藤
崎
」
の
振
仮
名
 
 

の
ち
が
い
も
9
B
等
と
同
じ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
右
は
小
さ
な
相
違
故
に
、
確
定
的
な
こ
と
は
云
え
な
い
が
、
一
応
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
現
在
の
A
を
参
照
し
 
 

（
注
1
1
）
 
て
B
を
書
い
た
と
云
う
こ
と
は
難
し
い
と
云
う
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
や
や
大
き
な
相
異
と
な
っ
て
い
る
部
分
を
最
初
の
方
か
ら
憤
次
検
討
し
て
み
る
。
 
 

ぴ
L
や
う
ね
ん
 

を
も
か
げ
 
 

l
 
A
「
こ
ゝ
に
美
少
年
あ
り
」
が
B
で
は
「
き
の
ふ
は
御
悌
を
見
奉
る
に
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
。
 
 
 

A
は
擬
漢
文
の
序
と
し
て
善
か
れ
た
も
の
の
書
き
出
し
で
あ
り
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
話
の
展
開
よ
り
し
て
、
当
然
な
が
ら
独
 
 

立
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
B
は
、
こ
れ
ま
で
の
話
の
流
れ
に
密
着
し
て
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
も
し
A
I
B
と
す
れ
ば
、
B
 
 

は
一
章
中
に
適
合
さ
せ
て
そ
の
全
体
の
構
成
の
中
で
生
か
す
べ
く
改
訂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
違
い
だ
け
で
も
、
A
 
 

の
独
立
し
た
戯
文
が
、
B
の
書
簡
中
の
書
簡
と
い
う
趣
向
に
変
る
と
い
う
大
き
な
変
質
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
 
 

て
ん
せ
い
 
 
す
が
七
 
 
 
 
じ
ば
ん
 
 
 
こ
ゝ
ろ
 
 

て
ん
せ
い
 
 
 
 
う
‡
れ
 
 
 
ぴ
 
れ
い
 
 

2
 
A
「
天
性
の
形
良
。
地
境
の
意
志
」
、
B
「
天
性
の
御
産
つ
き
美
麗
に
し
て
」
 
 

じ
ば
ん
こ
l
ち
 
 
 

「
地
堤
の
意
志
」
ほ
熟
さ
ぬ
表
現
で
あ
る
が
対
句
仕
立
て
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
。
B
は
、
す
で
に
「
美
童
」
と
し
て
縮
介
L
て
い
 
 

る
こ
と
を
受
け
た
書
き
方
。
こ
こ
で
も
B
は
、
1
と
同
じ
く
本
文
と
の
暫
着
度
が
高
く
、
ま
た
、
文
章
も
す
っ
き
り
と
続
い
て
い
る
 
 

と
い
え
る
。
 
 

l
¢
ヶ
ム
じ
ん
き
く
も
の
い
ぶ
か
 
3
 
A
な
し
、
B
「
見
る
者
季
夫
人
に
う
た
が
ひ
間
者
楊
貴
妃
に
訝
る
」
 
 
 

B
の
A
と
の
相
異
の
大
き
な
点
の
一
つ
は
、
「
黄
量
」
 
の
姿
の
美
し
さ
を
著
名
な
美
女
に
た
と
え
る
点
で
あ
り
、
後
に
も
A
に
な
 
 

い
西
施
や
小
町
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
男
色
好
き
が
「
菓
量
」
を
美
女
に
た
と
え
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
が
、
B
は
、
す
で
に
記
し
た
 
 

筆
者
の
ず
っ
こ
け
ぷ
り
に
あ
わ
せ
て
、
あ
え
て
美
女
に
た
と
え
て
組
顔
を
釆
た
さ
せ
、
「
か
た
は
ら
を
よ
る
」
内
容
で
あ
る
こ
と
を
 
 

強
調
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
A
↓
B
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
全
体
 
 

の
内
容
に
即
し
た
増
禰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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か
け
ー
l
し
申
上
び
 
 

4
 
A
「
雲
に
梯
及
な
し
と
」
B
「
雲
に
か
け
は
し
と
。
」
 
 
 

「
及
び
な
し
」
ほ
熟
さ
ぬ
云
い
方
。
B
が
そ
れ
を
け
ず
っ
た
と
見
る
べ
き
か
。
も
ち
ろ
ん
進
も
可
能
だ
が
、
全
体
的
に
見
て
B
I
 
 

A
を
想
定
す
る
こ
と
ほ
無
理
で
あ
る
。
 
 

け
う
ひ
 
 

や
き
や
う
ひ
 
 

5
 
A
「
今
也
狂
斐
を
」
B
「
今
は
い
た
な
き
狂
斐
を
」
。
 
 
 

「
い
た
な
ぎ
」
は
「
つ
た
な
き
」
の
誤
り
。
B
の
内
容
の
ず
ご
〕
け
ぶ
り
の
強
調
と
し
て
の
増
補
と
見
ら
れ
よ
う
。
 
 

6
 
A
「
扱
心
気
哉
 
白
三
年
前
念
」
B
「
か
り
そ
め
に
御
顔
ば
せ
を
拝
し
ょ
り
」
 
 

冒
頭
部
1
2
と
同
じ
く
B
は
全
体
の
内
容
と
合
せ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
A
I
B
と
す
れ
ば
、
A
の
擬
漢
文
の
冒
頭
部
を
全
く
変
 
 

更
し
て
雅
文
に
変
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
以
下
の
擬
漢
文
を
読
み
下
す
上
で
不
自
然
き
を
な
く
す
た
め
の
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
 
 

る
が
、
「
狂
斐
」
と
い
う
云
い
方
と
あ
わ
な
く
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 
 

7
 
A
「
細
於
柳
糸
」
B
 
「
柳
の
糸
の
ご
と
し
」
 
 

A
の
「
細
」
の
草
体
を
「
如
」
に
見
誤
っ
て
読
ん
だ
も
の
か
。
B
を
書
く
時
参
照
し
た
も
の
に
は
振
仮
名
が
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
 
 

さ
せ
る
一
例
で
も
あ
る
。
 
 

8
 
A
「
依
呈
芋
熊
本
一
」
B
「
し
か
し
熊
本
に
や
す
ら
い
て
」
。
 
 

B
ほ
、
熊
本
に
来
て
間
も
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
の
変
更
と
見
ら
れ
、
こ
1
も
叉
木
文
全
体
の
流
れ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
 
 

た
士
と
う
た
が
ふ
 
 

9
 
A
「
疑
ぃ
玉
」
B
「
む
が
う
う
た
が
ふ
」
 
 

B
の
「
む
が
う
」
は
、
「
王
か
と
」
の
草
体
を
版
下
の
筆
者
が
読
み
誤
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
西
鶴
の
草
稿
が
余
り
 
 

丁
寧
で
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
同
時
に
「
か
」
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
参
照
し
た
も
の
に
振
仮
名
が
な
か
っ
た
こ
と
を
 
 

推
測
さ
せ
る
。
 
 

1
0
 
A
な
し
 
B
「
異
国
寵
愛
の
西
施
、
日
本
名
替
の
小
町
」
。
 
 

す
で
に
3
で
触
れ
た
こ
と
忙
同
じ
。
 
 

n
 
A
「
義
経
若
盛
」
B
「
ゆ
き
ひ
ら
の
若
盛
」
 
 

B
が
義
経
を
行
平
に
変
え
た
理
由
は
、
西
鶴
が
『
諸
国
は
な
し
』
一
の
六
で
記
す
ご
と
く
、
義
経
醜
男
説
を
と
っ
て
い
た
た
め
か
。
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以
上
、
少
な
か
ら
ず
く
だ
く
だ
し
い
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
主
要
な
点
を
中
心
と
し
た
以
上
の
検
討
の
結
果
だ
け
か
ら
 
 

で
も
、
問
題
に
す
べ
き
こ
と
が
若
干
な
が
ら
生
ま
れ
て
来
た
ご
と
く
で
あ
る
。
以
下
、
推
測
、
臆
測
の
み
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
 
 

ね
な
い
が
、
右
の
結
果
を
ま
と
め
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
に
触
れ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
は
、
『
色
道
大
鼓
』
追
加
の
一
節
と
長
文
に
わ
た
っ
て
病
似
し
た
部
分
を
持
っ
て
は
い
 
 

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
取
り
入
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
『
色
道
大
鼓
』
 
に
現
在
収
め
ら
れ
た
型
の
も
の
 
 

（
A
〕
を
見
て
善
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
西
鶴
が
何
か
を
参
照
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
程
の
類
似
が
生
れ
る
と
は
 
 

思
わ
れ
な
い
か
ら
、
参
照
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
す
で
に
版
本
と
な
っ
て
い
る
『
色
道
大
鼓
』
 
 

の
一
節
（
A
）
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
『
色
道
大
鼓
』
が
も
と
に
し
た
も
の
〔
仮
に
C
と
す
る
〕
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
 
 

た
で
あ
ろ
う
。
と
は
云
え
、
現
在
C
の
実
態
を
推
定
す
る
辛
が
か
り
ほ
残
念
な
が
ら
、
A
以
外
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
色
道
大
 
 

鼓
』
追
加
の
一
章
が
、
た
ま
た
ま
鼻
紙
袋
か
ら
出
て
来
た
一
文
と
い
う
こ
と
で
独
立
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
見
て
、
そ
れ
に
 
 

近
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
（
C
）
 
に
ほ
、
版
本
の
場
合
と
異
っ
て
据
仮
名
・
訓
点
な
 
 

ど
は
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
は
書
簡
で
は
な
く
、
「
狂
斐
を
つ
ヾ
り
て
卑
慎
を
述
」
 
 

と
い
う
雅
文
調
の
序
を
伴
っ
た
漢
文
体
に
よ
る
戯
文
で
あ
っ
た
。
（
C
を
A
が
ど
の
程
度
変
更
し
て
い
る
か
ほ
不
明
。
そ
の
可
能
性
 
 

ほ
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
C
が
出
現
し
な
い
以
上
何
と
も
推
定
の
し
よ
う
は
な
い
）
。
 
 
 

も
し
、
以
上
の
推
定
が
可
能
で
あ
れ
は
、
団
水
が
手
に
入
れ
た
も
の
と
同
じ
戯
文
（
C
）
を
手
に
入
れ
た
西
鶴
は
、
そ
れ
を
作
中
 
 

の
一
部
の
素
材
と
し
て
使
う
こ
と
を
思
い
た
ち
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
全
体
の
内
容
に
即
応
さ
せ
る
べ
く
、
少
な
か
ら
ぬ
改
訂
・
増
 
 

補
・
一
丁
分
の
削
除
を
行
い
、
作
中
に
十
分
生
か
し
て
用
い
た
こ
と
に
な
り
、
一
方
団
水
は
、
そ
の
戯
文
（
C
）
 
に
訓
点
・
振
仮
名
 
 

そ
れ
故
に
、
次
に
出
る
業
平
の
経
で
、
そ
の
兄
行
平
に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

1
2
 
A
「
夢
不
呈
心
音
…
＝
」
B
「
夢
に
も
わ
す
れ
ね
ば
…
＝
」
 
 

こ
こ
は
、
B
が
A
の
順
序
を
入
れ
変
え
訓
み
を
一
部
違
え
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
け
が
、
擬
漢
文
の
長
い
対
句
を
分
け
て
、
読
み
易
 
 

く
し
た
た
め
の
変
更
と
見
る
べ
き
も
の
か
。
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等
を
付
し
て
そ
の
ま
ま
に
作
中
で
用
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
れ
で
ほ
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
戯
文
の
作
者
ほ
だ
れ
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
団
水
で
あ
る
こ
と
を
否
定
ほ
で
き
な
い
。
L
か
し
、
追
加
の
一
章
が
き
わ
め
て
不
自
然
な
塑
を
と
っ
て
お
り
、
扱
文
 
 

の
内
容
の
中
に
あ
え
て
挟
み
込
ん
だ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
所
を
見
れ
ば
、
団
水
が
ど
こ
か
か
ら
手
に
入
れ
た
（
あ
る
い
は
誰
か
か
ら
 
 

与
え
ら
れ
た
）
戯
文
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
可
能
性
は
高
い
と
云
え
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
西
鶴
が
団
水
に
与
え
た
と
す
る
吉
田
幸
一
氏
の
仮
説
ほ
無
理
の
よ
う
に
思
え
る
。
何
故
な
ら
、
師
西
鶴
の
与
え
た
赦
文
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

を
「
か
た
ほ
ら
を
よ
る
」
と
評
し
、
「
此
か
た
さ
－
今
時
め
づ
ら
L
き
物
ぞ
ろ
へ
、
見
る
も
い
や
な
り
」
と
云
っ
た
り
し
な
が
ら
団
 
 

水
が
そ
れ
を
利
用
し
て
掲
げ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
西
鶴
が
こ
の
戯
文
（
C
〕
を
参
照
L
つ
つ
既
述
の
よ
う
に
 
 

て
い
て
5
 
 

て
い
た
，
 
 

「
鄭
桃
」
を
「
鄭
挑
」
と
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
「
義
経
」
を
「
ゆ
き
ひ
ら
」
に
変
え
て
い
る
こ
と
等
も
．
こ
の
政
文
の
作
者
が
西
鋲
 
 

で
ほ
な
い
こ
と
の
傍
証
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
西
鶴
で
な
い
と
は
云
え
そ
う
だ
が
、
団
水
と
も
決
め
か
ね
る
と
い
う
お
ば
 
 

ろ
げ
な
推
定
な
な
し
う
る
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
 
 
 

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
西
鶴
は
、
そ
れ
が
団
水
の
作
か
香
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
団
水
を
通
じ
て
、
こ
の
戯
文
を
手
に
入
 
 

れ
た
に
ほ
ち
が
い
な
い
。
大
量
忙
作
品
を
書
き
ま
く
つ
て
い
る
貞
享
～
元
禄
初
年
時
の
西
野
か
、
作
品
の
素
材
を
収
集
す
べ
く
努
力
 
 

L
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
に
、
知
人
や
弟
子
な
ど
が
そ
れ
を
提
供
す
る
と
い
う
事
麒
 
 

は
、
当
然
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
団
水
が
、
こ
の
よ
う
な
戯
文
を
手
に
入
れ
（
あ
る
い
は
自
分
が
書
き
）
、
西
鶴
に
提
示
し
た
と
し
 
 

て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
『
色
道
大
鼓
』
出
刊
以
前
で
な
け
れ
は
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
 
 

貞
享
四
年
十
月
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
L
て
西
鶴
は
、
計
画
中
の
『
萬
の
文
反
古
』
の
中
の
一
章
に
そ
の
一
部
分
な
改
 
 

訂
・
増
補
・
削
除
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
仮
に
以
上
の
よ
う
な
経
過
で
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
が
書
か
れ
た
と
し
て
、
こ
れ
せ
擬
作
な
ど
と
称
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

類
似
部
分
が
、
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
で
は
な
く
、
改
訂
・
増
補
・
削
除
が
適
切
に
行
わ
れ
、
書
簡
の
中
の
書
簡
と
い
う
趣
向
 
 

ヽ
ヽ
 
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
原
文
八
十
八
行
（
含
評
文
）
中
の
約
二
十
行
分
の
素
材
 
 

と
し
て
こ
の
戯
文
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
な
振
作
、
非
西
鶴
作
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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分
り
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
と
す
れ
は
、
本
来
、
た
だ
類
似
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
十
分
な
頼
似
部
分
の
比
較
を
行
わ
ず
 
 

に
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
擬
作
説
、
さ
ら
に
は
『
文
反
古
』
擬
作
説
な
ど
を
云
う
こ
と
自
体
が
無
理
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
 
 

ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
ま
だ
問
題
ほ
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
感
覚
か
ら
見
れ
ば
割
窃
と
も
云
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
行
っ
て
ま
で
 
 

西
鶴
は
何
故
こ
れ
を
執
筆
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
筈
ほ
、
現
代
と
は
感
覚
が
違
う
で
す
ま
せ
な
い
こ
と
も
 
 

な
い
。
が
、
当
然
こ
の
こ
と
は
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
を
書
い
た
時
期
の
執
筆
状
況
と
も
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

従
っ
て
仮
に
、
『
色
道
大
鼓
』
田
刊
の
貞
享
四
年
十
月
以
前
に
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
素
材
の
流
用
が
若
干
指
 
 

摘
さ
れ
て
い
る
『
男
色
大
鑑
』
 
（
貞
享
四
年
正
月
刊
）
な
ど
の
執
筆
状
況
と
も
か
ら
め
て
考
え
て
見
る
必
要
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

ま
た
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
 
の
執
筆
時
期
そ
の
も
の
も
、
右
の
経
過
か
ら
一
応
の
予
測
が
立
つ
に
し
て
も
、
そ
の
予
測
が
『
文
反
古
』
 
 

の
成
立
を
元
禄
期
と
見
る
通
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
問
題
は
残
る
。
そ
れ
故
に
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
執
筆
時
期
や
執
筆
 
 

状
況
、
そ
れ
が
他
り
作
品
と
と
も
に
何
故
発
表
を
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
は
、
成
稿
時
期
の
問
題
を
中
心
と
 
 

す
る
次
章
以
下
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
未
完
）
 
 
 

（
注
1
）
 
以
上
、
吉
田
氏
「
色
道
大
鼓
と
西
鞄
」
（
前
出
）
 
の
要
約
中
、
「
 
」
内
ほ
同
論
文
の
引
用
。
①
～
⑤
の
点
忙
要
約
し
た
も
の
以
外
の
論
点
 
 

も
あ
る
が
、
一
応
主
要
な
も
の
を
掲
げ
た
。
な
お
、
⑧
・
⑤
の
点
は
、
本
章
成
立
時
期
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
仮
に
『
色
道
大
 
 

鼓
』
中
の
成
文
を
西
鶴
作
．
そ
し
て
そ
れ
を
団
水
に
与
え
た
と
し
て
も
、
本
章
の
成
立
が
『
色
道
大
鼓
』
出
刊
後
と
考
え
る
根
拠
は
十
分
で
 
 

た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
ら
す
で
に
出
刊
さ
れ
た
作
品
、
そ
れ
も
身
近
な
弟
子
団
水
の
作
品
中
に
す
で
に
用
い
ら
れ
た
材
料
を
西
鶴
が
再
び
用
 
 

い
る
と
ほ
思
わ
れ
な
い
し
、
他
の
作
品
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
事
例
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
注
2
）
 
西
鶴
生
前
に
出
刊
さ
れ
た
作
品
中
に
も
、
す
で
に
既
存
の
材
料
を
改
編
流
用
し
た
作
品
の
存
す
る
『
男
色
大
鑑
』
の
例
 
（
そ
の
検
討
ほ
、
 
 

す
で
に
野
間
光
庶
民
「
西
鶴
五
つ
の
方
法
」
〔
『
西
鶴
新
新
致
』
所
収
）
で
行
わ
れ
て
い
る
）
や
、
ど
こ
ま
で
が
西
鶴
か
を
疑
う
必
要
の
あ
る
 
 

辛
が
『
懐
視
』
『
新
可
芙
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
西
島
が
、
貞
享
未
年
か
ら
元
禄
初
年
、
大
量
に
作
品
を
出
刊
し
て
 
 

い
る
間
に
、
作
品
に
よ
っ
て
は
、
田
水
を
始
め
と
す
る
周
辺
の
人
物
か
ら
素
材
の
提
供
を
受
け
、
そ
れ
を
十
分
に
改
稿
、
改
編
せ
ず
用
い
て
 
 

い
る
場
合
の
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
場
合
も
含
め
て
、
た
と
え
素
材
を
提
供
さ
れ
た
と
 
 

確
か
に
、
『
色
道
夫
茸
』
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
花
嫌
ひ
」
 
の
場
合
は
、
そ
の
戯
文
を
素
材
の
一
部
 
 

追  
加  
が  
用  
し、  

る  

と  

く  

に 流  
用  
し  
て  
し、  

と、  
L、  
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

て
生
か
し
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ほ
作
中
で
十
 
 

る
と
す
れ
ほ
、
掩
作
に
近
い
と
も
評
し
得
よ
う
。
し
か
し
、
「
京
都
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L
て
も
、
そ
れ
を
一
部
に
生
か
し
て
い
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
忙
振
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
否
か
に
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 
 

な
お
、
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
の
場
合
、
そ
れ
を
ど
う
見
る
べ
き
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
後
述
し
た
。
 
 

（
注
3
）
 
『
乱
曲
久
世
舞
宴
集
』
〔
但
し
「
乱
曲
」
は
題
茶
角
書
。
内
糎
ほ
「
久
世
舞
要
集
」
、
日
本
歌
謡
集
成
・
巷
五
は
、
角
書
を
生
か
し
て
同
書
 
 

を
所
収
〕
が
、
山
木
長
兵
衛
坂
と
し
て
貞
革
四
年
五
月
に
出
刊
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
久
世
舞
乱
曲
』
 
な
る
書
は
同
書
の
続
薦
 
 

と
い
っ
た
も
の
か
。
（
同
書
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
）
。
『
色
道
大
鼓
』
 
の
板
元
は
、
山
崎
呈
市
兵
粛
・
丸
尾
半
兵
衛
ゆ
え
、
こ
の
予
告
 
 

に
あ
る
『
久
世
舞
乱
曲
』
が
『
乱
曲
久
世
舞
婁
集
』
で
あ
る
可
能
性
ほ
少
い
か
ら
、
『
色
道
大
鼓
』
の
刊
記
を
疑
っ
た
り
、
そ
の
刊
年
月
を
 
 

さ
か
の
ば
ら
せ
て
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
注
4
）
 
『
文
反
古
』
中
に
ほ
、
男
色
好
き
の
僧
の
手
紙
を
と
り
あ
げ
た
巻
五
の
四
「
桜
よ
L
野
山
類
義
の
冬
」
な
る
作
品
も
収
め
て
い
る
が
、
内
 
 

容
・
書
き
方
の
上
で
「
京
都
の
花
嫌
ひ
」
と
ほ
少
し
く
印
象
が
異
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
云
え
、
『
萬
の
文
反
古
』
た
る
べ
く
こ
の
 
 

よ
う
な
異
色
の
素
材
を
と
り
入
れ
た
と
す
れ
は
、
男
色
好
き
の
僧
の
手
紙
を
二
通
執
筆
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
 
 

が
、
巻
五
の
四
は
、
私
忙
云
う
B
系
列
の
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
を
書
い
た
事
情
に
ほ
、
巻
≡
の
一
と
聖
関
連
を
含
め
て
註
満
時
期
の
問
題
が
 
 

あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
事
情
等
に
つ
い
て
の
推
定
は
、
五
以
下
で
記
す
こ
と
忙
し
た
い
。
 
 

（
注
5
〕
一
読
明
ら
か
な
の
ヤ
引
用
を
省
略
す
る
が
、
苧
文
反
古
』
の
書
き
出
し
は
、
大
別
し
て
、
現
実
生
活
の
中
で
の
書
簡
文
ら
し
い
普
通
の
着
 
 

き
出
し
と
∵
挨
拶
抜
き
の
現
実
生
活
上
で
は
少
い
切
迫
感
を
打
出
す
書
き
出
し
と
の
両
種
が
あ
る
が
、
本
章
の
書
き
出
し
は
、
そ
の
両
種
と
 
 

も
異
な
る
書
簡
文
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
巷
二
ま
で
誼
み
進
ん
で
来
た
読
者
笹
は
、
と
り
わ
け
異
色
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
る
 
 

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
き
出
し
は
、
『
文
反
古
』
 
中
に
多
い
現
実
的
な
手
紙
の
書
き
出
し
と
ほ
異
っ
た
印
象
を
与
え
る
こ
と
で
、
『
文
 
 

反
古
』
全
体
に
変
化
を
つ
け
る
と
同
時
に
、
筆
者
の
人
物
像
を
示
唆
す
る
上
で
も
意
味
を
持
つ
 
「
異
色
L
さ
を
備
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 

（
注
8
）
 
拙
稿
『
萬
の
文
反
古
』
に
お
け
る
書
簡
体
の
意
味
」
（
国
文
学
研
究
、
3
9
集
、
昭
4
4
・
3
、
『
西
鶴
研
究
序
説
』
所
収
）
。
 
 

（
注
7
）
 
注
6
の
拙
稿
で
は
、
書
簡
文
体
の
崩
れ
て
い
る
部
分
を
持
つ
点
な
否
定
的
に
見
て
い
る
が
、
本
章
の
場
合
な
ど
ほ
、
書
簡
文
体
で
書
い
て
 
 

い
る
途
中
不
用
意
に
書
簡
文
体
を
崩
し
た
と
見
る
よ
り
、
意
図
的
に
こ
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
て
い
る
と
見
た
方
が
適
切
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

〔
注
畠
）
 
こ
こ
で
は
他
の
作
品
に
触
れ
る
余
裕
が
な
い
が
、
他
の
こ
丸
ま
で
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
作
品
を
ど
う
読
む
べ
き
か
等
に
つ
い
て
ほ
、
 
 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
武
道
伝
来
記
・
西
鴇
置
土
産
・
萬
の
文
反
古
・
西
輸
名
残
の
友
』
（
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
4
月
刊
〕
 
の
『
文
反
 
 

古
』
脚
注
（
谷
脇
執
筆
〕
 
で
略
述
し
た
。
 
 

（
注
9
）
 
横
坑
元
氏
「
『
西
韻
文
反
古
』
団
水
擬
作
説
の
一
瞥
料
」
（
文
学
・
昭
和
3
0
年
1
月
号
〕
聖
一
一
口
葉
に
よ
る
。
 
 

〔
注
1
0
）
 
後
述
の
よ
う
に
、
B
が
参
照
し
た
も
の
に
は
振
仮
名
は
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
桃
」
を
「
挑
」
に
見
誤
っ
た
可
能
 
 

性
が
高
い
。
そ
の
場
令
、
西
鶴
が
、
「
鄭
桃
」
を
知
ら
ず
「
郵
桃
」
と
見
誤
っ
た
か
、
『
文
反
古
』
の
版
下
筆
者
が
『
文
反
古
』
草
稿
の
「
桃
」
 
 

を
「
挑
」
と
見
誤
っ
て
振
仮
名
を
「
て
う
」
と
し
た
か
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
L
て
も
、
現
存
A
の
書
き
方
 
 

は
、
B
の
よ
う
に
読
み
誤
り
よ
う
の
な
い
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
A
I
B
は
な
く
、
C
の
存
在
を
考
え
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

〔
注
目
）
 
た
だ
し
、
A
に
振
仮
名
の
な
い
も
の
を
参
照
し
て
B
を
書
い
た
場
合
に
ほ
、
当
然
起
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
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