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こ
れ
ま
で
に
遍
照
及
び
そ
の
集
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
用
問
繁
ト
ト
ヘ
コ
刷
出
…
い
い
政
l
古
今
集
研
究
の
一
ー
ー
」
（
『
甲
南
大
学
丈
学
宍

論
集
』
泊
、
同
文
学
篇
第
5
集
。
昭
初
・
日
）
、
阿
部
俊
子
「
僧
正
遍
照
集
」
（
『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』
l
風
間
書
一
服
、
昭
μ
l所
収
）
、
島
田
良
．
一
「
僧

正
遍
昭
集
」
（
『
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究
』
l
桜
楓
社
、
昭
4
B
B
l
－
所
収
）
、
蔵
中
ス
ミ
「
歌
人
遍
昭
・
素
性
父
子
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
1

伝
最
と
受
持

の
問
題
i
」
（
『
帝
塚
山
学
院
短
大
研
究
年
報
』
お
、
昭
臼
）
等
の
御
論
考
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、

遍
照
の
出
自
及
び
経
暦
な
ど

の
伝
記
上
の
問
題
や
、
家
集
『
遍
照
集
』
の
本
文
上
の
諸
問
題
、
或
い
は
ま
た
素
性
詠
歌
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
は
、
右
の
諸
先
学
に
よ

っ
て
切
り
拓
か
れ
整
理
さ
れ
て
き
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
ま
た
遍
照
の
詠
風
に
つ
い
て
は
、

つ
と
に
藤
間
作
太
郎
（
『
国
文
学
全
史
、
平
安
朝
篇
』

第
一
期
第
七
章
）

に
す
ぐ
れ
た
指
摘
が
あ
る
。
或
い
は
ま
た
『
古
今
集
』
所
収
歌
に
関
す
る
諸
注
釈
書
の
所
論
も
見
逃
せ
な
い
。
本
稿
で

I土

そ
れ
ら
の
成
果
を
指
標
と
し
て
念
頭
に
霞
き
つ
つ
、

『
遍
照
集
』
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
遍
照
詠
歌
の
特
質
に
つ
き
考
察
を
及
ぼ
し
た

く
思
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
僧
正
遍
照
と
い
う
歌
人
を
そ
の
時
代
及
び
和
歌
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
へ
の
見
通
し
を
立
て
て
お
き
た
く
思
う
の
で
あ
る
。
な
お
、

以
下
に
考
察
の
対
象
と
し
て
用
い
る
『
遍
照
集
』
本
文
は
、
諸
事
情

を
か
ん
が
み
、
『
私
家
集
大
成
』
（
中
古
I
）
所
収
の
八
遍
昭
H

V
の一

J
一
二
五
と
し
、
歌
意
の
汲
み
難
い
個
所
な
ど
は
、
適
宜
他
本
や
勅
撰



集
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

一
般
的
に
一
日
っ
て
、
遍
照
と
い
う
歌
人
が
当
代
歌
人
の
中
で
或
る
特
殊
な
位
置
を
市
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

八
洞
脱
性
〉
と
か
〈
実
少
な
し
〉
と
い
っ
た
彼
に
つ
い
て
の
汗
一
一
一
円
は
、
彼
の
詠
風
を
語
る
場
合
の
常
套
句
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
が
的
を
外
れ
て
い
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
遍
照
行
は
、

お
そ
ら
く
「
歌
の
さ
ま
は
得
た
れ
ど
も
ま
こ
と
少

な
し
」
と
い
う
、
周
知
の
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
み
え
る
評
一
一
一
日
に
端
を
発
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
、
な
お
か
つ
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
有
効

で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
如
く
、
稿
者
も
こ
の
よ
う
な
〈
遍
照
的
な
る
も
の

V
を
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

- 2ー

う
い
っ
た
遍
照
の
独
自
性
を
語
る
前
に
、
少
し
く
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
遍
照
の
詠
歌
の
中
に
は
、

そ
の
よ
う
な
独
自
性
と
と
も
に
或
る
種
の
古
代
性
な
り
時
代
性
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ご
く
当
然
、
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、

ま
ず
そ
れ
に
つ
き
二
、
ご
一
の
例
を
引
き
つ
つ
述
べ
て
お
き
た
い
。

1
花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も

呑
を
だ
に
ぬ
す
め
存
の
山
風

」
の
一
首
け
は
、

『
遍
照
集
h

巻
頭
を
飾
る
周
知
の
一
打
で
あ
る
。

寸
古
今
集
い
（
存
下
、
九
二

に
は
作
者
名
が
良
与
宗
貞
と
あ
る
か
ら
川

家
以
前
の
作
と
目
さ
れ
る
が
、
『
奥
義
抄
』
（
盗
十
日
歌
証
歌
）

に
よ
る
と
こ
の
歌
に
は
手
本
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
野
筆
の

A
花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
み
え
ず
と
も

一
脊
を
だ
に
匂
へ
人
の
知
る
べ
く

と
い
う
一
首
で
あ
る
。
埜
は
遍
照
よ
り
約
一
五
才
程
年
長
で
あ
る
か
ら
、

「
奥
義
抄
b

の
指
摘
す
る
如
く
も
し

A
歌
が
筆
作
と
す
れ
ば
、

i困

間
…
一
詠
は
笠
詠
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
倣
し
た
力
が
そ
の
確
度
は
高
い
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
、
実
は
遍
照
と
後
続
の
歌
人
と
の
間
に
も
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

2
あ
さ
み
ど
り
糸
よ
り
か
け
て
白
露
を

玉
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か

こ
れ
も
ま
た
周
知
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
の
一
首
は
次
の
伊
勢
の
詠
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

B
青
柳
の
枝
に
か
か
れ
る
春
雨
を

糸
も
て
抜
け
る
玉
か
と
ぞ
見
る
（
延
古
川
一
三
年
一
一
一
月
一
三
日
亭
子
院
歌
合
、
春
）

柳
ー
糸
、
露
l
玉
と
い
う
万
葉
以
来
の
表
現
類
型
の
中
で
、
一
山
路
を
存
雨
と
し
た
と
こ
ろ
が
伊
勢
詠
の
新
味
で
あ
ろ
う
が
、

（

2
）
 

そ
の
成
立
年
時
か
ら
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
伊

勢
詠
が
遍
昭
一
一
散
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、

小
山
の
二
点
か
ら
、
遍
昭
一
詠
の
中
に
は
、
彼
と
同
時
代
も
し
く
は
近
接
す
る
時
代
の
歌
人
達
と
の
間
に
微
妙
な
影
響
の
授
受
関
係
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
次
の
一
げ
は
注
目
に
伯
す
る

U

」
の
一
件
目
は
、

「
我
宿
は
雪
降
り
し
き
て
道
も
な
し

踏
み
分
け
て
問
ふ
人
し
な
け
れ
ば
」
（
古
今
、
冬
、
一
一
一
二
二
、

よ
み
人
し
ら
ず
）
と
類

- 3 ー

お
我
宿
は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り

つ
れ
な
き
人
を
ま
っ
と
せ
し
ま
に

怨
の
歌
と
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
が
〈
よ
み
人
し
ら
ず
V
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
詠
風
は
古
今
前
夜
に
流
行
し
た
も
の
の
一

種
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
く
わ
え
て
右
の
遍
照
詠
は
、
次
掲
の
小
町
一
誠
と
同
類
の
表
現
類
型
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
周
知
の

C
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

我
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
（
山
今
集
、
在
ド
、

』．
ー－・一一'-.._./ 

の
一
首
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

「！

l
け
り
、
｜
｜
せ
し
ま
に
」
と
い
う
夫
現
形
式
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同

時
代
歌
人
と
見
倣
し
得
る
両
者
の
聞
に
如
何
な
る
形
の
影
響
関
係
を
認
め
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
判
断
は
ま
こ
と
に
難
し
い
。
た
だ
少
な
く

と
も
、
右
の
如
き
「
｜
｜
け
り
、
｜
｜
せ
し
ま
に
」
と
い
う
表
現
形
式
が
六
歌
仙
時
代
ま
で
に
成
立
し
、
当
代
の
詠
風
の
基
調
の
一
端
を
担



っ
た
こ
と
だ
け
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
遍
照
は
古
今
前
夜
と
い
う
和
歌
史
上
の
時
代
の
担
い
手
で
あ
り
、
ま
さ

に
そ
の
時
代
の
歌
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
遍
照
詠
の
八
時
代
性
V
と
い
う
性
格
は
、

ま
た
別
な
点
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

加
里
は
荒
れ
て
人
は
古
り
ぬ
る
宿
な
れ
や

庭
も
簸
も
秋
の
野
ら
な
る

お
秋
山
の
嵐
の
声
を
聞
く
時
は

木
の
葉
な
ら
ね
ど
も
の
ぞ
悲
し
き

と
い
う
こ
首
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

加
の
第
五
句
に
み
ら
れ
る
〈
野
ら
〉
と
い
う
語
句
は
、
平
安
以
降
の
和
歌
作
品
に
頻
用

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
左
の
如
く
わ
ず
か
に
『
万
葉
集
』
中
に
数
例
の
使
用
を
み
る
だ
け
で
あ
る

紅
の
浅
葉
の
野
ら
に
刈
る
草
の
束
の
間
も
吾
を
忘
ら
す
な

大
野
ら
に
小
雨
降
り
し
く
木
の
下
に

二
七
六

（
巻
十
一
）

八
代
集
中
の
〈
野
ら
〉
の
使
用
例
は
、
れ
の
遍
照
詠
（
古
今
集
、
秋
ト
ぃ
、
二
問
八
）

の
み
で
あ
り
、
そ
の
怠
味
で
同
前
は
以
後
の
文
学
作
品

- 1 -

二
四
五
七

時
と
寄
り
来
ね
わ
が
忠
ふ
人
（
巻
十

（
目
立
っ
た
存
在
と
し
て
）
若
干
の
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
と
も
か
く
遍
照
詠
作
時
に
民
っ
て
そ
の
志
義
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右

記
の
例
か
ら
し
て
万
葉
時
代
の
表
現
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一方、

お
の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が

一一．n
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
首
初
句
に
見
ら
れ
る
〈
秋
山
〉
と
い
う
訴
は
、

大
雑
把
な
把
屈
を
以
て
や
や
凶
式
的
に
一
一
一
一
口
え
ば

「
万
葉
集
』
中

に
多
く
見
え
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
や
や
復
活
す
る
が
、
大
勢
と
し
て
平
安
初
期
に
は
余
り
多
用
さ
れ
な
か
っ
た
歌
請
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
こ
の
八
秋
山
〉
と
い
う
語
も
、
万
葉
的
な
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
支
現
と
一
一
一
円
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
遍
照
詠
の
中
に
は
未
だ
万
葉
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
点
現
が
い
く
つ
か
凡
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
古
代
的
な
腐
り

の
中
に
遍
照
を
位
置
せ
し
め
る
こ
と
も
一
両
に
お
い
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
円
体
、
六
歌
仙
時
代
と
い
う
和
歌
史
上
の
一



時
代
を
特
色
づ
け
て
も
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
述
べ
来
た
っ
た
如
く
、
遍
照
詠
に
お
け
る
時
代
性
（
古
代
性
）
と
い
う
性
格
は
複
数
の
観
点
か
ら
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
く
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
遍
照
の
特
異
性
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
し
た
い
。

一
謝
町
一
一
詠
に
お
け
る
表
現
の
新
し
さ
と
も
目
す
べ
き
も
の
は
、

た
と
え
ば
庄
の
如
き
一
昨
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
え
の
山
の
舎
利
会
に
の
ぼ
り
て
か
へ
る
に
、
桜
の
花
を
見
て

5
山
風
に
桜
吹
き
ま
き
み
だ
れ
な
ん

花
の
ま
ぎ
れ
に
立
ち
と
ま
る
べ
く

- 5 ー

こ
の
歌
の
第
二
句
「
吹
き
ま
き
」
は
、
古
今
集
注
釈
書
類
（
離
別
、
ゴ
一
九
四
）
に
お
い
て
、
通
例
「
吹
き
ま
く
っ
て
」
の
如
き
意
味
内
容
の

（

3
〉

訴
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
語
は
『
万
葉
集
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
八
代
集
に
お
い
て
も
『
新
古
今
集
』
に
二
例
（
五

O
六
、
五
五
八
）
を
検
出

し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

秋
風
の
袖
に
ふ
き
ま
く
嶺
の
雲
を

つ
ば
さ
に
か
け
て
雁
も
な
く
な
り

（
家
降
）

お
の
づ
か
ら
音
す
る
も
の
は
庭
の
お
も
に

木
の
葉
吹
き
ま
く
谷
の
タ
風
（
清
輔
）

の
二
首
で
あ
る
が
、
こ
の
新
古
今
の
用
例
の
背
後
に
は
、
少
な
く
と
も
遍
照
詠
へ
の
意
識
を
看
取
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、

と
す
れ
ば
同
誌

が
遍
照
の
造
語
か
と
疑
い
た
く
な
る
程
、
そ
れ
は
遍
照
独
自
の
夫
現
と
一
一
一
円
え
よ
う
。
事
情
は
第
四
句
「
花
の
ま
ぎ
れ
」
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
こ
の
語
は
通
例
「
花
で
道
が
分
ら
な
く
な
る
」
意
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
訴
も
他
に
そ
の
使
用
例
を
聞
か
ず
、
遍
照
詠
に
お
け
る
独
自

表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
首
に
は
二
句
に
わ
た
っ
て
新
し
い
夫
現
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が



同
首
を
同
時
代
詠
の
中
で
際
立
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
独
自
性
は
そ
れ
と
し
て
、
本
来
遍
照
一
詠
が
持
っ
て
い
る
表
現
上
の
独
自
性
と
い
う
も
の
は
、
右
の
如
き
性
質
の
そ

れ
と
は
や
や
異
な
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
再
び
家
集
巻
頭
歌
を
引
く
が
、

1
花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
み
せ
ず
と
も

香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風

と
い
う
一
首
を
検
討
し
て
み
た
い
。
同
首
は
既
述
し
た
如
く
、
筆
詠
に
類
想
の
歌
が
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
時
代
色
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
同
時
に

（
筆
詠
と
比
較
せ
ず
と
も
）
遍
照
的
色
彩
を
濃
厚
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
一
に
か
か
っ
て
、

〈
ぬ
す
む
〉
と
い
う

表
現
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
俗
語
的
表
現
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
歌
話
と
し
て
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。
八
代
集
に
お
け
る

〈
ぬ
す
む
V
の
用
例
は
、
こ
の
遍
照
一
散
を
除
い
て
は
僅
か
に
『
詞
花
集
』
（
夏
、

D
．
当
の
色
を
ぬ
す
み
て
咲
け
る
卯
の
花
は

丘
二
、
源
俊
頼
朝
日
）

T
」
、

、uu
’
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さ
え
で
や
人
に
う
た
が
は
る
ら
む

の
一
首
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

D
歌
に
お
い
て
は
、

八
ぬ
す
む
〉
と
〈
う
た
が
は
る
〉
と
が
縁
語
の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な

俗
語
的
（
口
語
的
）
表
現
は
俊
頼
的
と
も
一
一
一
日
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

い
す
れ
に
せ
よ
遍
照
の
時
点
で
の
〈
ぬ
す
む
〉
と
い
う
訴
の
和
歌
へ
の

流
入
は

か
な
り
目
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

『
古
今
集
一
両
度
問
書
』
が
っ
ぬ
す
む
と
い
ふ
事
、

当
時
tま
お

（も
つひ
つは
みか
か、ら
く、ふ
す、べ

し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
辺
の
事
情
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
口
こ
の
〈
ぬ
す
む
V
は
、
第
二
句
の
〈
こ
む

ー
時
代
別
国
語
辞
典
）
〉
に
対
す
る
形
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

（

5
）
 

源
泉
を
唐
詩
特
に
白
詩
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
を
及
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
遍
照
の
出
自
で
あ
ろ
う
。

一
方
こ
れ
は
、
す
で
に
小
島
憲
之
氏
の
御
指
摘
に
あ
る
如
く

そ
の

す
な
わ
ち
、
遍
照
が
『
経
国
集
』
以
下
種
々
の
作
物
の
撰
修
に
携
わ
っ
た
大
納
－
一
一
口
安
佐
の
子
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
幼
少
時

よ
り
学
問
的
環
境
に
恵
ま
れ
た
中
で
育
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
に
遍
照
は
、
ゴ
二
代
実
録
』
（
一
瓦
慶
一
一
一
、
間
十
、
十
五
。
同
八
、
九
、
十
。



仁
和
元
、
二
、
十
一
二
の
各
条
）

に
よ
れ
ば
、

上
表
文
な
ど
を
草
し
て
お
り
、
そ
の
詩
文
的
素
養
の
一
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

す
れ
ば
、
彼
が
右
掲
の
如
き
表
現
を
和
歌
の
世
界
に
と
り
入
れ
て
く
る
こ
と
は
蓋
し
当
然
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
〈
ね
す
む
V
と

い
う
訴
の
使
用
は
、

一
方
で
口
語
的
世
界
を
示
し
つ
つ
、
他
方
で
漢
詩
的
世
界
を
背
景
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
意

味
で
、
こ
の
一
首
は
新
し
い
和
歌
世
界
を
切
り
拓
い
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
新
趣
向
に
よ
る
歌
が
、
広
く
人
々
の
間
で
も

て
は
や
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
『
後
撰
集
』
（
春
中
、
七
二
．
）

の

寛
平
の
御
時
、
花
の
色
霞
に
こ
め
て
み
せ
ず
と
い
ふ
心
を
よ
み
て
奉
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば

山
風
の
花
の
香
か
ど
ふ
ふ
も
と
に
は

春
の
霞
ぞ
ほ
だ
し
な
り
け
る

と
い
う
藤
原
興
風
詠
は
、
遍
照
詠
成
立
よ
り
ま
だ
間
も
な
い
頃
で
あ
る
は
ず
の
宇
多
天
皇
文
化
閤
に
お
け
る
遍
照
詠
の
受
存
を
如
実
に
物
語

こ
の
よ
う
な
口
語
的
表
現
の
使
用
は
、

た
と
え
ば
次
の
一
計
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

- 7 --

っ
て
い
る
。

8
今
来
む
と
い
ひ
て
別
れ
し
朝
よ
り

思
ひ
く
ら
し
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く

こ
の
一
首
は
、
「
古
今
集
』
（
恋
五
、
七
七
ご

の
他
に
『
拾
遺
集
』
（
物
名
、
二
一
七

O
）
に
も
入
集
し
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
物
名
（
ひ
ぐ

ら
し
）

の
部
立
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
歌
の
校
巧
は
〈
思
ひ
く
ら
し
の

V
と
い
う
第
四
旬
の
表
現
方
法
に
求
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
歌
の
特
質
は
、
む
し
ろ
初
旬
〈
今
米
む
と
〉
と
い
う
友
現
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
〈
今

来
む
と
V
い
う
表
現
は
、
遍
照
の
子
素
性
法
師
の

E
今
来
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の

有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な

（
古
今
集
、
恋
問
、
六
九
一
）

の
一
首
の
成
立
に
お
そ
ら
く
影
響
を
与
え
、
以
後
の
「
今
来
む
と
い
ひ
て

1
し
と
い
う
表
現
類
型
の
先
縦
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば



F
今
来
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
を
命
に
て

待
つ
に
消
ぬ
べ
き
さ
く
さ
め
の
と
じ

（
後
撰
集
、
雑
四
、

一
二
六

O
）

G
今
来
む
と
い
ひ
て
別
れ
し
人
な
れ
ば

か
ぎ
り
と
聞
け
ど
な
ほ
ぞ
待
た
る
る

大
和
物
語
、

十
:h 
段

な
ど
初
二
句
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
歌
が
、

の
ち
に
陸
続
と
詠
み
山
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
今
米
む
V
と
い
う
表
現
は
、
実

は
ま
ぎ
れ
も
な
く

μ
話
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
物
話
る
例
は
、
河
川
町
始
日
記
L

に
求
め
ら
れ
る
口

す
な
わ
ち
、

同
書
夫
徳
一
元
年
八

月
頃
の
条
に
、

こ
こ
な
る
人
、
片
－

J

一
口
な
ど
す
る
ほ
ど
に
な
り
て
ぞ
あ
る
。
出
づ
と
で
は
、

か
な
ら
ず
つ
い
ま
米
む
よ
」
と
い
ふ
も
、
聞
き
も
た
り
て
ま
ね

び
あ
り
く
。

と
見
え
て
、
幼
い
道
綱
が
、
兼
家
が
帰
り
が
け
に
必
ず
日
に
す
る
〈
今
米
む
よ
（
お
っ
つ
け
や
っ
て
来
よ
う
よ
）
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
き
覚

h

え
て
、

八
今
米
む
〉
と
い
う
ぷ
旬
は
、
引
が
後
朝
に
女
と
別
れ
て
家
を
出

て
い
く
時
の
常
套
句
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
遍
照
詠
以
下
G
歌
に
至
る
ま
で
「
今
来
む
と
い
ひ
て
J
」
な
の
で
あ
る
。
『
大
和
物
市
川
』
（
一
六

口
真
似
を
し
て
い
る
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
し
て
、
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八
段
）

に
「
い
と
色
好
み
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
伝
え
ら
れ
る
遍
照
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
後
初
の
会
話
は
日
常
の
も
の
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
遍
照
は
そ
の
日
常
の
口
語
を
そ
の
ま
ま
歌
の
初
旬
に
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
代
の
歌
人
達
に
い
か
に
新
鮮
な
感
じ
を

与
え
た
か
は
、
既
掲
の
数
首
に
お
け
る
受
容
の
具
合
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

同
様
な
点
、
す
な
わ
ち
、

遍
照
詠
に
お
け
る
口
語
的
表
現
に
つ
き
も
う
少
し
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
『
遍
照
集
』
（
二
三
J

六
）
に
は
、

四
首
連
続
し
て
配
列
さ
れ
る
女
郎
花
詠
歌
群
が
み
ら
れ
る
。
煩
的
引
を
厭
わ
ず
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
列
記
し
よ
う
。

さ
が
の
に
侍
り
け
る
法
師
の
一
房
に
せ
ざ
い
の
侍
り
け
る
を
、
女
ど
も
の
立
ち
寄
り
て
見
侍
り
し
か
ば

お
こ
こ
に
し
も
な
に
匂
ふ
ら
ん
女
郎
花

人
の
も
の
一
百
ひ
さ
が
に
く
き
壮
に



さ
う
ル
＼
し
う
侍
り
し
か
ば
、
も
の
へ
ま
か
り
は
べ
り
し
道
に
、
女
郎
花
の
侍
り
し
を
お
よ
び
て
折
り
侍
り
し
程
に
、
馬
よ
り
落
ち

て
ふ
し
な
が
ら

名
に
め
で
、

M
い
ろ
を
見
て
折
れ
る
ば
か
り
ぞ
女
郎
花

我
落
ち
に
き
と
人
に
詰
る
な

お
花
と
見
て
折
ら
ん
と
す
れ
ば
女
郎
花

う
た
た
あ
る
さ
ま
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

お
秋
の
野
に
な
ま
め
き
立
て
る
女
郎
花

あ
な
こ
と
ご
と
し
花
も
ひ
と
と
き

右
四
首
の
う
ち
お
は
、
『
古
今
集
』
（
誹
諮
歌
、

一
O
一九）

に
お
い
て

（
誠
人
し
ら
ず
）
歌
群
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
掴
照
詠
で

あ
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
。
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
そ
こ
で
他
三
首
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
際
立
つ

た
特
質
を
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
お
の
下
旬
八
人
の
物
一
一
日
ひ
さ
が
に
く
き
世
に
V
は
、
中
に
〈
さ
が
〉
に
地
名
〈
嵯
峨
野
V
を
詠
み
込
ん
で
い
る
た
め
、

い
さ
さ
か
無
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理
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〈
物
一
一
一
一
口
ひ

（
風
評
・
噂
）
〉
と
か
〈
さ
が
に
く
し

（
意
地
思
い
）
〉
と
い
っ
た
語
は
、
和
歌
表
現
に
頻
用

さ
れ
る
用
語
で
あ
る
と
は
一
一
一
日
え
ず
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
口
語
的
表
現
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
同
首
は
あ
た
か
も
会
話
す
る
か
の
よ
う
な

調
子
で
相
手
の
女
性
達
に
語
り
か
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に

M
の
第
四
句
八
わ
れ
お
ち
に
き
〉
は
、
通
例
古
今
集
注
釈
書
類
、
に
お
い
て
は
〈
堕
落
す
る
V
の
怠
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
詞
書

に
つ
烏
よ
り
落
ち
て
」
と
あ
る
状
況
を
直
接
に
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
第
一
義
に
は
そ
の
意
を
あ
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、

「
我
落
ち
に
き
」
は
口
語
的
性
格
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
一
泊
り
口
調
を
そ
の
ま
ま
第
四
句
に
就
い
た

と
見
倣
し
得
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
文
、

お
の
第
四
句
八
あ
な
こ
と
ご
と
し
V
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
は
一
一
一
口
え
る
。
同
斤
は
『
古
今
集
』
（
誹
詰
歌
、

一O
二
ハ
）
に



お
い
て
、
多
く
第
四
句
を
〈
あ
な
か
し
が
ま
し

V
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ら
は
口
説
的
表
現
と
百
え
、
女
郎
花
に

対
し
て
話
し
か
け
る
よ
う
な
調
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
c

竹
附
正
ト
ベ
氏
（
『
ト
リ
今
和
歌
集
全
店
釈
』
ド
、
当
該
歌
の
〈
釈
〉
の
項
）

も
、
八
「
あ
な
か
し
が
ま
し
」
は
話
し
言
葉
の
口
調
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
、
そ
の
什
説
的
性
格
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
再
び
女
郎
花
詠
歌
群
を
考
察
し
て
み
る
と
、

お
舟
歌
（
「
古
今
集
い
詠
人
し
ら
ず
の
歌
）
が
あ
た
か
も
遍
照
詠
で
あ

よ
く
斤
肯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
同
行
第
四
句
〈
う
た
た
あ
る
さ
ま
の
〉

（

8
ゾ

と
い
う
表
現
に
口
語
的
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
竹
同
氏
（
前
崎
書
、
当
該
歌
の
〈
釈
〉
の
頃
）
が

る
か
の
如
く
同
歌
群
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
う
た
て
」
と
い
う
表
現
と
比
較
し
つ
つ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り

」
れ
を
つ
和
歌
ら
し
か
ら
ぬ
俗
語
友
現
」
と
さ
れ
て
い
る
。

右
四
首
の
内
存
土
の
特
質
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
三
ろ
だ
が
、
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い
る
口
説
的
、
俗
説
的
支
現
と
い
う
廿
柄
本
的
性
格
に
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つ
い
て
は
、
以
上
に
述
べ
来
た
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
凡
て
く
る
と
、
’
M
郎
花
詠
に
限
ら
ず
、
一
遍
照
一
試
に
は
濃
町
に
日
前
的
性

格
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
掴
附
…
和
歌
の
本
一
口
と
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
も
う
少
し
別
の
遍
照
詠
の
特
質
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
遍
照
詠
の
中
で
最
も
人
口
に
檎
実
し
て
い
る
の
は
、
－
H
人
．
パ
し
に
剛
山
人
さ
れ
て
一
肘
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、

五
節
の
頃
、
舞
姫
を
見
侍
り
て

山
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ

を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む

と
い
う
一
白
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。
こ
の
歌
に
関
し
て
は
す
で
に
様
々
な
訓
が
く
わ
え
ら
れ
、
人
f

そ
れ
ん
＼
を
再
説
す
る
暇
も
な
い
が
、



こ
の
歌
が
遍
照
詠
の
特
質
を
或
る
意
味
で
具
現
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
確
か
で
あ
ろ
う
。
同
首
を
遍
照
の
お
も
て
歌
と
し
て
『
百
人
一
首
』

に
選
ん
だ
定
家
も
、
こ
の
歌
に
少
な
か
ら
ず
遍
照
ら
し
さ
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
遍
照
ら
し
さ
の
一
つ
は
、
こ
の
歌

が
ど
の
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
首
が
詞
書
に
あ
る
如
く
、

五
節
の
舞
を
見
物
し

な
が
ら
詠
ま
れ
た
即
詠
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
年
中
行
事
絵
巻
』
（
巻
五
、
内
宴
）

は
そ
の
巻
尾
に

〈
妓
女
の
舞
御
覧
〉
の
閃
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
綾
締
殿
丙
閥
で
舞
う
妓
女
六
人
を
近
衛
府
の
舎
人
達
が
松
明
を
も
っ
て
照
ら
し
、
そ

の
右
方
に
は
そ
れ
を
紫
炭
殿
北
ノ
戸
辺
り
か
ら
見
物
す
る
公
卿
や
殿
上
人
達
が
拙
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
柄
を
眺
め
て
い
る
と
、
右
の
遍
照

一
誌
も
こ
の
よ
う
な
雰
間
気
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
怨
像
さ
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
こ
の
放
は
、

五
節
の
舞
の
興
に
乗
っ
た
遍
照
が
、
舞
姫
伝

説
を
下
敷
と
し
て
機
知
的
に
詠
み
下
し
た
即
興
詠
で
あ
る
と
い
う
而
が
強
い
。
そ
う
し
て
そ
の
即
興
性
が
こ
の
歌
の
一
つ
の
生
命
な
の
で
あ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
は
も
う
一
つ
の
遍
照
ら
し
さ
を
日
比
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
よ
く
一
一
日
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
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り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
こ
の
歌
の
特
質
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

が
、
酒
脱
性
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
舞
っ
て
い
る
女
性
達
の
美
し
さ
に
魅
か
れ
て
、
そ
れ
を
も
う
少
し
見
て
い
た
い
と

い
う
願
望
や
そ
の
友
明
は
、
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て
は
俗
っ
ぽ
い
感
じ
を
与
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
現
に
契
沖
は
、
こ
の
歌
が
『
古
今
集
』

雑
上

八
七
二
）
に
お
い
て
作
者
名
を
良
与
宗
貞
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
ご
）
と
に
僧
に
似
つ
か
は
し
か
ら
ね
ば
俗
名
を
書
け
り
」

（
「
百
人
一
白
改
観
抄
』
）

と
述
べ
て
い
る
。

」
の
物
一
一
一
一
日
い
は
い
か
に
も
契
沖
的
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
ふ
れ
の
如
き
遍
照
の
振
舞
を
僧
ら
し
か

ら
ぬ
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
稿
者
は
全
く
立
場
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
女
性
と
の
か
か
わ
り
を
戯
れ
と
し
て
さ
ら
り

と
一
一
一
口
つ
て
の
け
る
の
は
、
遍
照
詠
の
一
つ
の
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
を
酒
脱
作
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ

れ
は
、
遍
照
と
い
う
人
間
の
本
質
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
遍
照
の
「
天
つ
風
」
詠
は
、

〈
即
興
性
V
と
〈
酒
脱
性
〉
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
そ

れ
は
遍
照
詠
八
千
一
体
を
捉
え
る
上
で
の
一
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
も
な
り
得
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
即
興
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
て
お
き
た
い
c

『
遍
照
集
』
中
に

ト
ト
作
、
花
山
に
亭
子
法
主
御
幸
あ
り
て
、
と
く
か
へ
ら
せ
た
ま
ひ
な
む
と
せ
し
と
き
に

6
待
て
と
い
は
は
い
と
も
か
し
こ
し
花
山
に

し
ば
し
と
鳴
か
む
烏
の
汗
も
、
が
な

と
い
う
一
行
が
あ
る
。
同
首
は
、
遍
照
の
作
む
花
山
に
宇
多
天
皇
が
御
幸
あ
っ
た
折
、
帰
途
に
つ
こ
う
と
さ
れ
た
天
皇
を
引
き
と
ど
め
よ
う

と
し
て
そ
の
場
で
詠
ま
れ
た
即
詠
歌
で
あ
る
。
特
定
の
対
象
を
引
き
と
ど
め
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
既
掲
の
叩
番
歌
と
同
類
で
あ
り
、

し、

ず

れ
に
も
〈
し
ば
し

V
と
い
う
共
通
表
現
が
見
え
て
い
る
。

」
の
歌
は
、

ま
ず
人
が
帝

M
V一
け
に
は
法
主
と
あ
る
が
、
時
代
的
に
は
天
皇
が
正
し
い
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を
留
め
よ
う
と
す
る
の
は
力
の
及
、
は
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

つ
ぎ
に
地
名
の
〈
花
山
〉
に
引
か
れ
て
、
花
山
で
あ
る
な
ら
ば

人
よ
り
も

pμ
が
引
き
と
ど
め
た
方
が
相
応
し
い
と
い
う
機
知
に
基
い
て
い
る
。
そ
し
て
ゴ
掴
昭
一
集
』
に
は
、
こ
れ
と
同
タ
イ
プ
の
歌
が
少
な

か
ら
ず
存
す
る
。
た
と
え
ば
ホ
の
歌
に
つ
づ
い
て
配
買
さ
れ
る
、

お
な
じ
山
に
人
の
ま
う
で
来
て
、
夕
つ
方
帰
り
な
ん
と
せ
し
か
ば

7
夕
暮
の
能
は
山
と
な
り
な
た
む

夜
は
越
え
じ
と
宿
り
と
る
べ
く

（

9
）
 

の
一
首
も
同
類
で
あ
る

o
k
句
は
や
や
大
仰
な
機
知
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
誇
大
な
比
除
表
現
は
当
時
む
し
ろ
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
歌
に
つ
い
て
松
岡
武
夫
氏
（
「
新
釈
古
今
和
歌
集
』
上
、
当
該
歌
の
八
一
昨
V
の
項
）

は
、
つ
お
か
し
み
と
軽
味
を
ま
じ
え
た
遍
照
ら
し
い
歌

で
あ
る
し
と
述
べ
、
竹
岡
正
夫
氏
（
前
渇
書
、
当
該
歌
八
一
汗
〉
の
項
）
も
、

「
卜
‘
の
句
は
ず
い
ぶ
ん
大
胆
に
存
飾
に
言
い
切
っ
て
、

い
か
に

も
遍
照
ら
し
い
歌
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、

い
ず
れ
も
こ
の
歌
に
遍
照
ら
し
さ
を
見
て
お
ら
れ
る
が
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
こ
の
よ



う
な
タ
イ
プ
の
歌
を
即
詠
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
真
の
遍
照
の
手
際
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
く
わ
え
て
、

志
賀
よ
り
帰
り
侍
り
し
人
々
、
花
山
に
入
り
侍
り
て
藤
の
花
を
見
侍
り
し
に

お
よ
そ
に
見
て
帰
ら
む
人
に
藤
の
花

は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
技
は
折
る
と
も

と
い
う
一
酋
に
つ
い
て
も
同
様
な
点
を
指
摘
で
き
る
。
既
掲
の

6
番
歌
と
の
比
較
で
言
え
ば
、

6
の
鳥
を
こ
こ
で
は
藤
の
花
に
変
え
た
だ
け

で
、
趣
向
及
び
即
詠
性
と
い
う
性
格
に
お
い
て
は
全
く
共
通
す
る
。
下
旬
〈
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
枝
は
折
る
と
も
〉
と
い
う
部
分
は
少
々
戯
れ

歌
的
な
感
を
与
え
る
が
、

の
ち
に
『
古
今
集
両
度
問
書
』
が
こ
の
歌
に
関
し
て
、

「
一
掴
昭
は
少
し
ざ
れ
た
る
歌
侍
る
に
や
」
と
一
一
け
っ
て
い
る

の
は
、

そ
の
辺
の
事
情
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
遍
照
詠
に
お
け
る
即
興
性
が
最
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
集
中
唯
一
の
連
歌
で
あ
る
、

内
一
具
わ
た
り
に
侍
り
し
時
、
人
に
来
む
と
た
の
め
て
夜
の
更
く
る
釈
に
、
う
し
み
っ
と
奏
す
る
を
き
き
て
、
女
の
も
と
よ
り

品
川
人
心
う
し
み
つ
今
は
た
の
ま
じ
よ

と
い
ひ
た
れ
ば

仙一
mv
に
見
ゆ
と
や
ね
ぞ
す
ぎ
に
け
る

に
見
ら
れ
る
応
酬
で
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
に
お
け
る
技
巧
は
今
指
摘
す
る
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の
連
歌
に
つ
い
て
阿
部
秋
牛

n
M）

 

氏
は
、
遍
照
の
瓢
逸
性
と
と
も
に
返
歌
の
も
つ
切
れ
味
の
良
さ
を
指
摘
さ
れ
た
口
こ
の
御
指
摘
に
全
く
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
意
味
で
一
一
一
円
え

ば
次
の
贈
答
も
遍
照
の
而
目
躍
如
た
る
も
の
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

（略）

い
と
さ
む
き
を
、
御
声
聞
き
侍
れ
ば
た
の
も
し
く
な
ん
、
御
衣
ひ
と
つ
か
し
給
ヘ

聖子

同T



口
い
は
の
上
に
旅
ね
を
す
れ
は
い
と
京
L

市
の
衣
を
我
に
か
さ
な
ん

と
い
へ
る
か
へ
り
ご
と
許
を

時
山
ぶ
し
の
行
の
衣
は
た
だ
ひ
と
へ

か
さ
ね
ば
う
と
し
い
ざ
二
人
ね
む

可作
T14

7
u
r
J
R
Z

’》L
V

刈
仲
間
撰
集
」

凶
品
市

4
2
4
 

4

1

U

4
＼

J
A
／
 

一一

ιノ
」
／
）
（

f
I」

や
『
大
和
物
語
」
（
一
六
八
段
）
咋
に
収
載
さ
れ
て
、
す
で
に
周
知
の
も
の
で
あ
り
、
こ
と

細
か
に
こ
の
贈
答
歌
の
性
質
を
再
説
す
る
要
は
な
い
。
折
口
信
夫
の
一
川
「
一
－
人
の
問
に
特
別
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
歌
を
や
っ
た
だ
け
で
、
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
冗
談
を
パ
い
か
け
た
の
だ
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
ノ

l
ト
編
」
ロ
、

二
九
三
頁
）

や

「
遍
照
の
歌
が
酸
い
も
け
い
も
知
っ
て
い
る
態
度
で
作
っ
て
い
る
か
ら
わ
か
る
が
、
僧
正
の
ほ
う
に
性
的
の
笑
い
を
こ
め

て
心
や
す
だ
て
に
い
っ
て
い
る
し
（
同
書
4
、一二

O
一
頁
）
が
全
て
を
－
一
一
け
い
尽
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
口
こ
の
贈
ぽ
け
に
は
、
遍
照
詠
に
お
け
る
即
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興
性
と
と
も
に
酒
脱
性
を
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
行
え
る
。

右
の
如
き
即
興
性
と
酒
脱
性
の
共
存
は
、
実
は
前
慣
例
の
女
郎
花
歌
群
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
詞
書
か
ら
歌
の
成
立
事
情
を
推
察
せ
ら

れ
る
の
は
お
・

μ
の
二
首
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
場
で
の
即
詠
で
あ
り
、
即
興
性
を
色
濃
く
借
び
て
い
る
。

一方、

こ
れ
ら
の
女
郎
花

歌
群
に
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
女
郎
花
を
女
性
に
見
立
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
女
郎
花
は
、
す
で
に
『
万
葉
集
』
中

に
お
い
て

「
佳
人
部
為
」
1

美
人
部
師
」
っ
娘
子
部
問
」
等
々
記
さ
れ
て
’
M
性
へ
の
述
怨
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
同
集
（
巻
十
、
二
一
．

七
九
）

。コ

わ
が
郷
に
今
咲
く
化
の
女
郎
花

棋
へ
ぬ
情
に
な
ほ
怨
ひ
に
け
り

と
い
っ
た
一
首
に
は
、
女
性
の
比
峨
と
し
て
の
女
郎
花
と
い
う
捉
え
方
の
出
芽
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
く
わ
え
て
次
の
一
首

僧
正
一
遍
照
が
も
と
に
、
奈
良
ヘ
ま
か
り
け
る
時
に
、
男
山
に
て
女
郎
花
を
見
て
よ
め
る

布
留
今
道



女
郎
花
憂
し
と
見
つ
つ
ぞ
行
き
す
ぐ
る

男
山
に
し
立
て
り
と
思
へ
ば

（
古
今
集
、
秋
上
、
二
二
七
）

な
ど
が
、
遍
照
の
時
代
に
お
い
て
の
、
女
郎
花
を
素
材
と
し
た
こ
の
種
の
詠
風
の
流
行
の
有
様
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中

に
遍
照
一
詠
を
位
置
づ
け
て
考
察
し
て
み
る
と
、
や
は
り
既
述
の
口
語
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
際
立
っ
た
存
在
と
見
ね
ば
な
る
ま

い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
日
常
女
性
に
語
り
か
け
る
か
の
如
き
調
子
で
す
べ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
種
の

歌
を
僧
籍
の
歌
人
が
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
遍
照
詠
の
酒
脱
性
と
い
う
性
格
の
表
わ

れ
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
と
も
か
く
そ
れ
は
当
代
に
お
い
て
遍
照
ぶ
り
の
一
典
型
と
し
て
受
得
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
み
る
と
、
既
掲
の
お
番
歌
（
読
人
し
ら
ず
歌
）
が
遍
照
集
の
中
に
収
録
さ
れ
る
理
由
も
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
来
た
っ
た
如
く
、
遍
照
詠
は
〈
即
興
性
〉
と
か
〈
酒
脱
性
〉
と
い
っ
た
性
格
を
基
本
的
に
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
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こ
れ
ら
の
性
格
は
遍
照
詠
に
お
け
る
口
語
表
現
と
い
う
特
質
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
和
歌
点
現
の

約
束
事
（
歌
語
・
雅
語
の
類
）
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
表
明
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
は
、
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
遍
照
に
と
っ
て
こ
の
種
の
詠
歌
は
深
刻
に
案
出
す
る
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
増
田
氏

が
「
遍
照
に
は
ど
う
も
歌
を
狂
一
一
一
一
口
締
語
と
す
る
、
少
く
と
も
は
っ
き
り
た
は
ぶ
れ
一
一
一
一
口
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
諸
点
か
ら
し
て
、
遍
照
詠
歌
の
一
つ
の
本
質
を
形
造
る
も
の
と
し
て
、

口
語
的
表
現
、
即
興
性
、
酒

脱
性
等
の
性
格
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。



i
 

y
b
 

，a’’↑ ［
 

と
こ
ろ
で
、
遍
照
の
和
歌
の
中
に
は
そ
れ
ら
と
は
や
や
異
な
っ
た
性
格
を
有
す
る
歌
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
お
り
、
彼
の
一
一
試
歌

の
特
質
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
僧
籍
と
い
う
生
活
環
境
か
ら
来
る
、
多
分
に
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遍
照
の
仏
教
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
仏
教
的
詠
歌
が
顕
答
に
見
え
る
の
は
、

一
一
一
一
川
う
ま
で
も
な
く
出
家
直
後
と
覚
し
い
時
期
で
あ
る
。
遍
照
の
出
家
は
、
仁
明
帝
の
崩
御
や

藤
氏
勢
力
の
仲
張
な
ど
様
々
な
原
閃
が
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
嘉
祥
一
一
一
（
八
五

O
）
年
一
一
一
月
廿
八
日
遍
照
三
十
五
才
の
折
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
詠
歌
に
仏
教
牲
が
感
り
込
ま
れ
て
く
る
の
は
、
主
に
そ
れ
以
後
の
こ
と
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
家

日
た
ら
ち
ね
は
か
か
れ
と
し
て
も
む
ば
た
ま
の

我
が
黒
髪
を
な
で
ず
ゃ
あ
り
け
む
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集
に
お
い
て
、
比
叡
山
で
出
家
し
た
直
後
に
親
の
も
と
へ
髪
と
と
も
に
遣
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、

と
い
う
一
首
は
、
出
家
に
よ
る
耕
へ
の
断
ち
難
い
慕
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
つ
づ
い
て
配
列
さ
れ
る
、

ロ
い
ま
さ
ら
に
我
は
か
へ
ら
じ
沌
見
つ
〉

呼
べ
ど
聞
か
ず
と
問
は
Y

符
へ
よ

と
い
う
一
位
は
、
遍
照
の
初
期
の
修
行
の
さ
ま
を
語
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
口
同
行
は
『
後
挫
、
集
』
（
雑
三
、

一
二
三
九
）
に
入
集
し
て

「
山
ぶ
み
し
は
じ
め
け
る
時
L

と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
信
を
置
く
な
ら
ば
出
家
院
後
山
踏
み
の
修
行
を
行
な
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
歌
中
の
沌
が
い
ず
れ
の
地
の
も
の
か
今
は
知
り
得
な
い
が
、
沌
が
修
行
に
特
別
な
意
味
合
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
花
山

院
や
の
ち
の
凶
行
の
那
智
能
り

（
守
山
家
集
い
雑
）

な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
布
の
一
脳
出
…
詠
も
山
踏
み
の
修
行
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
て

、

｝

O

L
F一



出
家
か
ら
一
年
後
、
遍
照
は
知
人
が
喪
か
ら
解
け
て
官
位
を
授
け
ら
れ
な
ど
し
て
い
る
の
を
聞
き
、

日
み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り

自
の
快
よ
か
は
き
だ
に
せ
よ

と
詠
ん
で
い
る
。

事
情
は
「
古
今
集
』
（
～
一
抹
傷
、

八
四
七
）

二
学
十
｜
レ
、

1

、u
p
z
t
H
I
t
－

u

、7
h

こ
の
頃
遍
照
は
自
ら
が
僧
と
し
て
全
く
別
世
界
の
人
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
と
忠
わ
れ
、
そ
の
表
明
が
右
の
一
首
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
渇
の
ロ
と
凶
の
間
に
は
二
首
の
無
常
感
を
詠
じ
た
歌
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

夕
暮
に
く
も
の
い
と
は
か
な
く
す
が
く
を
凡
侍
り
て
、
常
よ
り
も
あ
は
れ
に
比
侍
り
て

U
さ
さ
か
に
の
空
に
す
が
く
も
同
じ
こ
と

ま
た
き
宿
に
も
い
く
よ
か
は
ふ
る

叶
一
の
は
か
な
さ
も
い
と
ど
忠
ひ
知
ら
れ
侍
り
し
か
ば

と
い
う
二
首
で
あ
る
。

両
首
は
い
ず
れ
も
刊
新
古
今
集
』
（
雑
下

八
J

七
／
瓦
傷
、
七
五
七

に
入
集
し
て
い
る
が

そ
れ
ル
＼
無
常
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日
本
の
高
も
と
の
雫
や
世
の
中
の

お
く
れ
さ
き
だ
っ
た
め
し
な
る
ら
台

感
を
基
底
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
歌
意
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
が
比
除
や
夫
現
趣
向
の
上
で
、

社
中
は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と

宮
も
わ
ら
屋
も
は
て
し
な
け
れ
ば

（
新
古
今
集
、
雑
下
、

一
八
五
一
。
蝉
丸

の
一
首
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ
が
、
蜘
妹
の
巣
を
素
材
と
し
て
無
常
な
る
世
を
明
確
に
詠
み
出
し
得
て
い
る
と
一
一
二
口
え
よ

う
。
ま
た
後
者
も
同
類
の
歌
で
あ
り
、
久
保
田
淳
氏
（
守
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
当
該
歌
〈
鑑
賞
〉
の
項
）
が
「
観
念
的
で
あ
る
と
同
時

に
具
象
的
な
一
、
二
句
か
ら
、
無
常
の
観
念
を
導
き
出
す
表
現
技
巧
は
洗
練
さ
れ
、
流
麗
で
あ
る
。
後
代
の
能
説
の
説
経
師
の
願
文
表
白
を

和
様
な
表
現
で
聞
く
よ
う
な
趣
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
の
は
よ
く
適
っ
て
い
る
と
一
一
行
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
無
常
感
を
基
本
的
性
格
と
し
て
持
つ
歌
は
他
に
も
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。

た
と
え
ば
、



く
た
に
を
題
に
て

一
散
り
ね
れ
ば
庭
の
あ
く
た
に
な
る
花
を

思
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
蝶
哉

と
い
う
一
首
も
、
物
名
歌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
花
の
移
ろ
い
易
さ
を
素
材
と
し
て
無
常
転
変
の
世
界
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
既
掲
の

初
秋
の
野
に
な
ま
め
き
立
て
る
女
郎
花

あ
な
こ
と
ご
と
し
花
も
ひ
と
と
き

の
一
首
に
も
、
同
種
の
響
き
を
読
み
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
他
に
、
仏
教
的
性
格
を
情
び
る
詠
歌
と
し
て
は
、

蓮
に
属
の
お
き
た
る
を

の
一
首
を
挙
げ
得
る
。
こ
の
歌
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
っ
不
レ
染
一
一
叶
一
間
法
づ
如
一
一
蓮
花
在
v
水」

（
法
華
経
、
湧
出
品
）
を
下
敷
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M
蓮
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て

何
か
は
露
を
玉
と
あ
ざ
む
く

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
蓮
と
即
時
と
い
う
取
り
合
わ
せ
ば
古
く
か
ら
好
ま
れ
た
も
の
ら
し
く
、
『
万
葉
集
』
（
巻
十
六
、
一
一
一
八
三
七
）

ひ
さ
か
た
の
雨
も
降
ら
ぬ
か
蓮
葉
に

た
ま
れ
る
水
の
玉
に
似
た
る
見
台

（
叶
折
口
信
夫
人
h
集
ノ

l
ト
編
』
ロ
）
、
確
か
に
そ
の
よ

（山〉

う
な
側
面
も
否
定
し
得
な
い
が
、
法
華
経
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
以
上
、
釈
教
歌
的
側
一
出
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
或

の
如
き
例
が
見
え
て
い
る
。
折
口
信
夫
は
、
こ
の
遍
照
詠
を
誹
諮
歌
だ
と
し
て
お
り

い
は
ま
た
次
の
一
首

二
月
ば
か
り
に
道
を
ま
か
る
と
て



3
折
り
つ
れ
ば
た
ぶ
さ
に
け
が
る
た
て
な
が
ら

三
世
の
仏
に
花
た
て
ま
つ
る

こ
れ
も
遍
照
と
仏
教
的
世
界
の
か
か
わ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
す
で
に
．
一
円
わ
れ
る
如
く
、
こ
れ
は
『
三
代
実
録
』

（
貞
観
十
六
年
三
月
廿
コ
一
日
条
）

に
見
え
る
「
山
林
自
笑
／
花
、
一
二
世
ノ
仏
ニ
供
ス
ル
ニ
足
レ
リ
」
と
同
一
の
夫
現
で
あ
る
が
、
同
首
は
和
歌
史

的
に
見
れ
ば
、
仏
に
献
花
す
る
こ
と
を
詠
む
例
の
ご
く
初
期
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

た
て
ま
つ
る
蓮
の
上
の
露
ば
か
り

こ
れ
を
哀
れ
に
み
よ
の
仏
に

（
今
昔
物
語
、
を
廿
四
第
同
十
九

広
修
供
養
（
以
下
略
）

さ
し
な
が
ら
三
陸
の
仏
に
た
て
ま
つ
る

春
咲
く
花
も
秋
の
紅
葉
も
（
発
心
和
歌
集
、

｝＼ 

仙
寺
の
歌
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
事
情
は
や
や
異
な
る
が
、

阿
行
の
、

な
る

ー首
の
成
立

深
く
カ迫
力、

わ
っ

てわ
し、（カL

るぎ 後
。の

世
を
人
と
ぶ
ち
は
』ま

仏
に
は
桜
の
花
を
た
て
ま
つ
れ

（
千
載
集
、
雑
中
、

一
O
六
四
）
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以
上
の
如
き
諸
例
は
、
出
家
後
の
遍
照
が
僧
と
し
て
の
生
活
の
中
で
自
ら
の
体
験
や
思
考
を
も
と
に
詠
み
つ
い
で
い
っ
た
も
の
と
一
一
一
一
口
え

る
。
そ
の
意
味
で
遍
照
の
出
家
と
い
う
行
為
は
、
彼
の
詠
歌
生
活
に
も
垂
要
な
変
化
と
怠
義
を
も
た
ら
し
た
と
～
一
一
円
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
在
の
一
首
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

雲
林
院
の
木
か
げ
に
た
た
ず
み
で

初
わ
び
人
の
わ
き
て
立
ち
寄
る
木
の
下
は

た
の
む
か
げ
な
く
紅
葉
散
り
け
り

こ
の
歌
に
つ
い
て
、

か
つ
て
阿
部
秋
生
氏
（
注
目
参
照
）

は
、
第
三
旬
「
木
の
下
」
の
比
倫
と
し
て
「
叡
山
の
仏
法
、
天
台
の
教
学
」
の
意

で
あ
る
と
さ
れ
、

八
世
に
あ
り
わ
び
て
出
家
し
た
遍
照
な
ど
の
立
ち
寄
る
木
〉
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
下
旬
を
「
叡



山
の
仏
法
も
わ
び
人
を
か
ば
ひ
雨
露
を
凌
が
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
云
々
」
と
解
さ
れ
、
同
首
の
意
義
を
説
明
さ
れ
た
。
増
田
氏

（
前
掲
論
文
）
も
こ
れ
に
従
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
独
詠
歌
が
他
に
残
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
右
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
同

首
は
遍
照
の
仏
教
者
と
し
て
の
立
場
を
或
る
程
度
鮮
明
に
し
て
い
る
も
の
と
一
一
円
え
、
そ
れ
な
り
の
怠
義
を
持
つ
一
首
と
も
な
り
得
る
の
だ

が
、
阿
部
俊
子
氏
（
前
掲
書
）

は
、
仁
明
天
皇
子
常
康
期
王
と
安
林
院
及
び
遍
照
と
の
関
係
を
品
じ
ら
れ
た
と
で
、
「
（
こ
の
一
首
は
）
貞
観

十
一
年
の
秋
、
常
康
親
王
の
苑
去
を
追
悼
し
て
こ
の
感
懐
を
も
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
し
と
さ
れ
た
。

」
の
二
種
の
異
な
っ
た
解
釈
に
そ
っ

て
一
一
一
口
う
な
ら
ば
、
稿
者
は
阿
部
俊
子
氏
の
御
所
説
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
と
一
つ
け
う
の
も
、
阿
部
秋
牛
．
氏
必
で
は
、
川
同
首
が
雲
林
院
に
お
い

て
詠
ま
れ
る
必
然
性
が
う
ま
く
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
、

ω
「
わ
び
人
」
を
出
家
人
遍
照
に
あ
て
は
め
る
の
は
正
し
い
と
し
て
も
、
彼
が
立
ち

寄
る
八
木
の
下
〉
が
直
ち
に
八
天
台
の
教
学
V
に
結
び
つ
く
も
の
か
ど
う
か
確
証
を
求
め
得
な
い
こ
と
、
咋
の
用
山
に
よ
る
。

つ
わ
び
人
」
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と
い
う
去
現
は
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
や
す
、
古
今
集
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
川
集
で
の
使
用
例
は
、

川
り
が
思
ひ
に
て
よ
め
る

た
だ
オっ、
び、
人、凡
のが1
rJ:内
な身fJ 
り恒
け

八
四

O

神
無
月
時
雨
に
ぬ
る
h

も
み
、
ち
葉
は

父
が
思
ひ
に
て
よ
め
る

ニ
z

－1大
「
時

千
t
宇
J
7
t
j

’ォ

八
四

勝
衣
は
つ
る
〉
糸
は
わ
び
人
の

一
択
の
玉
の
緒
と
ぞ
な
り
け
る

の
よ
う
に
、
親
な
ど
に
先
立
た
れ
た
境
涯
に
あ
る
人
と
い
う
具
体
的
内
存
を
主
に
持
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
遍
照
詠
の
場
合
常
康
親
王
の

必
去
と
い
う
状
況
を
設
定
し
て
解
す
る
こ
と
は
、
右
の

「
わ
び
人
」
の
使
用
例
か
ら
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
口
し
か
も
常
康
親
壬
が
雲
林
院
宮

と
し
て
同
所
に
住
居
を
定
め
て
い
た
こ
と
を
加
味
す
れ
ば
、
同
首
が
主
林
院
で
の
一
誌
で
あ
る
こ
と
に
も
納
得
か
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
頼
む

経
な
く
紅
葉
散
る
」
と
は
常
康
親
王
の
死
を
具
体
的
に
は
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
商
店
な
身
分
の
方
を
八
点
ち
寄
る
木
〉
と
表
現
す



る
例
が
、

射
恒
が
院
に
よ
み
て
奉
り
け
る

立
ち
寄
ら
む
木
の
下
も
な
き
っ
た
の
身
は

の
如
く
あ
り
、

ま
た
『
古
今
集
』
（
雑
体
、

7
」
み
よ
、

b
v
l
 

と
き
は
な
が
ら
に
秋
ぞ
悲
し
き
（
大
和
物
語
、
．
一
一
十
一
一
）

一O
O六）

七
条
の
后
失
せ
給
ひ
け
る
に
よ
め
る

伊
勢

ー

l
l
（
略
）
｜
｜
秋
の
も
み
ぢ
と

を
の
が
ち
り
ん
｛
＼

H
4
L
工、主

υ円以
1
2千
／

lv

l
f
ミ
子
＼
よ
く

印
刷

t
カ
p
t
f

あ
る
い
は
ま
た

次
の
『
拾
遺
集
』
（
哀
傷
、

人
び
と
は

の
如
く
、
人
の
死
を
め
ぐ
っ
て
〈
頼
む
蔭
な
し
〉
と
表
現
す
る
同
類
の
例
が
見
え
て
い
る
。

一一・一--・ 
一
一、、，／
の
一
首
、

子
ふ
た
り
侍
り
け
る
人
の
、

一
人
は
春
ま
か
り
か
く
れ
、

い
ま
一
人
は
秋
な
く
な
り
に
け
る
を
人
の
と
ぶ
ら
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

存
は
花
秋
は
紅
葉
と
散
り
は
て
、

立
ち
隠
る
べ
き
こ
の
本
も
な
し

も
、
同
様
な
状
況
下
で
の
同
類
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
り
は
て
て
｜
｜
｜
（
略
）
｜
｜
｜

て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
初
番
歌
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
を
遍
照
の
仏
教
的
述
懐
歌
と
し
て
抗
む
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
、
哀
傷
歌
と
し

さ
て
、
こ
の

ω番
歌
は
別
に
し
て
も
、
既
述
の
如
く
遍
照
詠
に
は
仏
教
的
色
彩
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
と
J
え
、
そ
れ
は
や
は
り
遍
照
詠
歌

の
特
質
と
J
H
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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に
遍
照
一
誌
の
中
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
関
連
を
帯
び
て
併
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
重
な
り
の
上
に
遍
照
と
い
う

以
上
に
考
察
し
て
き
た
遍
照
詠
歌
の
諸
特
質
l
古
代
性
（
時
代
性
）
、
即
興
性
、

口
語
的
表
現
、
酒
脱
性
、
仏
教
性
ー
は
、
そ
れ
ら
が
個
別

歌
人
を
位
置
づ
け
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
が
後
代
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
、
和
歌
史
の
上
で
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
へ
の
究
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
（

1
 

八
へ
ん
じ
よ
う
〉
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
よ
れ
ば
、
一
遍
昭
（
定
家
流
）
、
遍
照
（
顕
昭
説
）
と
刈
様
に
記
さ
れ
る
が
、
仏
教
用
語
と
し
て
は

人
遍
照
（
寺
院
名
や
遍
照
金
剛
の
如
き
名
）

V
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

峯
岸
義
秋
氏
も
伊
勢
、
詠
は
遍
照
詠
の
影
響
下
に
あ
る
と
見
て
お
ら
れ
る
ら
し
く
、
『
歌
合
集
』
（
日
本
古
典
全
占
、
昭
幻
）
該
当
部
頭
注
に
そ
の
旨

を
記
さ
れ
て
い
る
。

竹
凶
正
夫
氏
は
、
「
マ
ク
」
を
「
か
ら
み
つ
け
る
、
ま
と
い
つ
け
る
」
の
意
と
し
、
「
桜
を
山
風
に
吹
き
つ
け
さ
せ
る
L

と
解
し
て
お
ら
れ
る
（
『
古

今
和
歌
集
全
評
釈
』
該
当
歌
参
照
）
。

戸
」
れ
に
つ
い
て
も
竹
岡
氏
は
異
解
を
示
さ
れ
、
「
花
が
ひ
と
く
散
り
乱
れ
て
い
る
そ
の
中
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
」
の
意
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
の
ゆ
れ
は
、
用
例
の
少
な
さ
に
よ
る
意
味
把
握
の
閑
難
さ
が
原
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。

『
古
今
集
以
前
』
（
塙
選
書
別
、
昭
日
）
二
二
一

0
1一
一
一
一
一
一
一
頁
。
小
品
氏
は
漢
詩
に
お
け
る
〈
倫
〉
の
別
例
と
比
較
考
察
さ
れ
て
い
る
。

拾
遺
集
で
は
、
忠
与
詠
の
ナ
ラ
ピ
の
う
ち
の
一
首
と
な
っ
て
い
る
が
不
審
で
あ
る
。
或
い
は
作
指
名
が
脱
落
L
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
院
通
茂

臨
模
定
家
向
筆
本
（
天
福
一
五
年
本
系
。
片
桐
洋
一
『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
』
所
収
）
の
当
該
歌
は
、
歌
の
れ
肩
に
「
十
川
〈
I
恋
五
遍
昭
」
と
注
記
す

る。古
今
集
（
秋
上
、
二
二
六
）
で
は
〈
題
し
ら
ず
V
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
同
集
に
よ
る
限
り
で
は
作
歌
事
情
は
不
明
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
「
堕
落
す
る
」
の
意
を
重
く
見
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
た
『
遍
照
集
』
一
九
州
守
一
円
が
、
元
来
現
存
糸
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

も
疑
わ
し
く
、
こ
の
詞
書
は
同
集
及
び
同
首
の
受
科
過
程
で
整
珂
さ
れ
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
も
濃
い
、

古
今
集
で
は
、
例
え
ば
一
克
永
本
な
ど
は
「
う
た
で
あ
る
さ
ま
の
」
と
な
っ
て
い
る
。

2 6 5 7
）
 

8 
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9 

た
と
え
ば
、

月

夜

に

か

れ

こ

れ

し

て

上

野

峯

雄

お
し
な
べ
て
峯
も
平
に
な
り
な
な
む
山
の
は
な
く
ば
月
も
隠
れ
じ
（
後
撰
集
、
雑
一
一
一
、

善
祐
法
師
な
が
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
ほ
の
い
ひ
遣
し
け
る

な
く
泊
よ
は
み
な
海
と
な
り
な
な
む
お
な
じ
渚
に
流
れ
寄
る
べ
く
（
拾
遺
集
、
恋
五
、
九
二
五
）

『
源
氏
物
語
研
究
序
説
上
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
）
五
三
九
J
五
四

O
頁。

こ
の
詞
書
の
確
実
性
に
つ
い
て
は
疑
わ
し
く
、
す
で
に
注
間
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
詞
書
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

同
首
の
第
五
旬
「
あ
ざ
む
く
」
が
漢
詩
的
表
現
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
島
憲
之
氏
の
御
舟
摘
が
あ
る
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国

文
学
下
』
（
塙
書
房
、
昭
的
。
一
八
三

O
頁
）
そ
の
意
味
で
は
、
巻
頭
歌
と
同
様
な
取
り
扱
い
を
し
て
上
い
で
あ
ろ
う
。

風
巻
景
次
郎
氏
も
両
首
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
れ
波
古
典
大
系
『
山
家
集
』
七
八
帯
歌
版
作
）
。
主
た
、
久
保
川
淳
『
山
家
集
入
門
』
（
有

斐
閣
、
昭
日
）
其
他
に
も
同
様
な
指
摘
が
あ
る
。

遍
照
集
に
は
幻
に
も
八
わ
び
人
V
と
い
う
用
語
が
み
え
る
。

な
ら
に
ま
か
る
道
に
、
荒
れ
た
る
家
に
女
の
琴
ひ
き
伴
り
し
を
き
L

て、

わ
び
人
の
住
む
べ
き
宿
と
聞
く
か
ら
に
な
げ
き
く
は
は
る
琴
の
背
ぞ
す
る

こ
こ
で
は
後
見
人
に
死
な
れ
た
よ
う
な
人
の
意
か
。
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q

遍
附
…
作
と
と
い
う
作
品
自
体
の
読
み
方
と

12 13 14 

い
ひ
入
れ
侍
り
し


