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『
閲
情
偶
寄
」

（一）

考

岡

晴

夫

（

l
v
 

拙
稿
『
遊
び
の
文
芸
ー
ー
そ
の
理
解
の
む
ず
か
し
さ
｜
｜
』
に
対
し
て
、
伊
藤
汲
平
氏
が
『
「
李
漁
の
戯
曲
小
説
の
成
立
と
そ
の
刊
刻
」
補
正
』

（

3
）
 

の
な
か
で
、
多
く
の
疑
義
反
論
を
提
示
さ
れ
た
口
こ
れ
を
受
け
て
草
し
た
の
が
『
李
漁
評
価
に
関
す
る
考
察
』
で
あ
っ
た
が
、

実
は
こ
れ

は
、
氏
の
疑
義
に
対
し
て
直
接
的
に
応
答
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
氏
が
こ
れ
ま
で
に
説
い
て
こ
ら
れ
た
よ
う
な
、
私
に
と
っ

て
は
甚
だ
納
得
し
が
た
い
解
釈
上
の
論
議
を
、
む
し
ろ
逆
に
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
李
漁
の
文
芸
の
本
質
本
領
を
い
か
に
捉
え
、

こ
れ
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
私
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
の
こ
う
し
た
見
解

自
体
が
ど
う
や
ら
従
来
の
多
く
の
論
者
の
そ
れ
と
は
、

か
な
り
異
質
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
で
、

ま
ず
は
と
も
あ
れ
H

私
の
李
漁
観
“

と
そ
の
基
本
的
認
識
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
引
続
き
、
こ
れ
ら
既
述
の
観
点
を
踏
ま
え
た
上
で
『
開
情
偶
寄
』
の
、

な
か
で
も
ま
ず
は
特
に
「
詞
曲
部
」
お
よ
び
「
演
習

部
」
を
主
た
る
対
象
と
し
て
取
り
挙
げ
、
私
の
見
方
を
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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。

ど

だ

ま

だ

ま

『
開
情
偶
寄
』
は
、
李
漁
が
お
よ
そ
六
十
歳
頃
の
晩
年
に
H

聞
か
な
る
情
を
偶
と
寄
せ
μ

て
綴
っ
た
随
筆
集
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
内
容
は
、
詞
曲
部
（
劇
作
法
〉
・
演
習
部
（
演
出
論
〉
・
声
容
部
（
女
性
美
論
）
・
居
室
部
（
家
屋
）
・
器
玩
部
（
調
度
類
〉
・
飲
鋲
部
（
食

物
）
・
種
植
部
（
園
芸
）
・
顕
養
部
（
養
生
論
）
の
全
八
部
か
ら
成
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
い
わ
ば
文
人
趣
味
生
活
の
万
般
に
わ
た
っ

て
、
著
者
が
生
涯
を
通
じ
て
最
も
得
意
と
し
興
味
を
寄
せ
て
き
た
分
野
に
関
す
る
語
蓄
を
、
書
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
通
り
の
ゆ
っ
た
り
と

し
た
自
由
な
気
分
を
も
っ
て
、
緩
々
説
い
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
あ
り
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
も
あ
る

李
漁
の
真
面
目
の
躍
如
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、

ま
さ
し
く
円
異
色
文
人
μ

何回宍人
μ

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
彼
一
流
の
古
今
独

歩
と
も
い
う
べ
き

n
面
白
い
μ

才
筆
が
、
こ
れ
ま
た
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
特
に
著
名
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
詞
曲
部
と
演
習
部
の
二
部
よ
り
成
る
H

戯
曲
論
μ

で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
彼
の
著
作

中
最
も
価
値
あ
る
も
の
と
し
た
り
、
同
時
に
ま
た
中
国
に
お
け
る
最
も
体
裁
の
完
備
し
た
本
格
的
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
！
の
書
で
あ
る
と
す
る

見
解
は
、

本
書
中
よ
り
こ
の
二
部
だ
け
を
切
り
離
し
て
独
立
さ
せ
、

『
李
笠
翁
曲

い
ま
や
ほ
ぽ
定
評
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（

4
）
 

話
』
の
名
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
注
釈
書
も
出
さ
れ
て
、
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
自
体
、
そ
う
し
た
評
価
を
あ
る
程
度
裏
づ
け
る
も
の

で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
が
従
来
に
な
い
新
味
を
も
っ
優
れ
た
戯
曲
論
で
あ
る
こ
と
は
、

た
し
か
に
一
面
の
事
実
で
あ
る
に
相
違
な
く
、
私
自
身
も
こ
れ
ま
で

の
拙
文
中
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
彼
の
斬
新
卓
抜
な
る
論
議
や
発
言
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
部
分
的
に
取
り
挙
げ
、
指
摘
引
用
し
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
演
劇
の
実
際
に
深
く
精
通
し
た
笠
翁
な
ら
で
は
の
、
す
ぐ
れ
た
感
覚
や
見
識
が
随
所
に
光
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が

(365) - 76 -



ら
十
分
注
目
し
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
減
法
し
た
た
か
な
曲
者
戯
作
者
た
る
彼
一
流
の

w
遊
戯
の

筆
μ

の
あ
や
つ
り
が
、
こ
れ
ま
た
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
面
白
い
」
抗
み
物
μ

と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
た
だ
単
に

ま
じ
め
な
戯
曲
論
と
だ
け
考
え
た
の
で
は
読
み
そ
こ
な
い
に
な
る
と
い
う
代
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
そ
う
し
た
文
章
の
独

特
の
あ
や
つ
り
方
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
者
の
誰
ひ
と
り
と
し
て
説
き
及
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
文
章
と
い
う
も
の
は
い
ろ
い

ろ
な
ひ
ね
く
り
方
も
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
真
正
面
か
ら
ま
と
も
に
読
ん
だ
の
で
は
、
か
え
っ
て
文
意
を
取
り

そ
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
さ
え
も
考
え
て
み
よ
う
と
し
な
い
、
個
定
的
な
思
考
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

γ
と
独
立
し
た
論
と
し
て
書
く
べ
く
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
本
来
こ
れ
は
「
満
身
こ
れ
戯
作
者
気
質
と
思

（

5
）
 

は
れ
る
李
笠
翁
」
な
る
異
色
文
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
ま
こ
と
に
風
変
り
な
味
わ
い
を
も
っ
趣
味
の
書
（
随
筆
集
〉
の
な
か
の
一
部
を
成

『
李
笠
翁
曲
話
』
と
呼
ば
れ
る
こ
の
戯
曲
論
な
る
も
の
が
、

初
め
か
ら
作
者
に
よ
っ
て
キ
チ

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
戯
曲
論
も
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
趣
味
の
対
象

l
i声
容
・
居
室
・
器
玩
・
飲
僕
・
種
植
・
傾
養

l
l等

と
同
じ
文
脈
の
上
で
み
ず
か
ら
の
趨
蓄
が
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は

の
ど

い
ず
れ
も
、
ゆ
と
り
あ
る
H

聞
か
な
情
μ

遊
び
心
・
戯
れ
気
分
を
も
っ
て
日
常
趣
味
生
活
の
快
適
さ
に
つ
い
て
綴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
至
極
気
ま
ま
な
語
り
く
ち
ゃ
随
筆
調
を
も
っ
て
、
そ
の
独
自
の
個
性
的
な
感
覚
な
り
見
解
が
、
随
所
に
入
り
こ
ん

で
く
る
こ
と
に
も
な
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
笠
翁
自
身
が
「
居
室
部
・
一
房
舎
第
一
」
に
お
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

o
l－
－
予
嘗
っ
て
人
に
謂
ひ
て
日

く
、
生
平
両
絶
技
あ
り
、
自
ら
用
ゐ
る
能
は
ず
し
て
人
も
ま
た
之
を
用
ゐ
る
能
は
ざ
る
は
、
殊
に
惜
し
む
べ
き
な
り
。
人
間
ふ
、
絶
技
と
は

維
れ
何
ぞ
や
と
。
予
日
く
、

一
は
則
ち
音
楽
を
弊
審
し
、

一
は
則
ち
園
亭
を
置
造
す
と
。

- 77-(364) 



し

ぽ

い

こ
こ
で
謂
う
「
音
楽
」
と
は
則
ち
「
戯
曲
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
彼
自
身
み
．
す
か
ら
の
戯
曲
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
と
、
庭
園
寺
つ
く
り

の
技
能
手
腕
と
を
全
く
同
格
に
並
べ
て
、
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
く
得
々
と
し
て
こ
れ
を
吹
聴
誇
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
て
も
明
ら

か
な
は
ず
で
あ
る
。

当
時
の
文
人
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
の
「
戯
曲
」
と
は
、
み
ず
か
ら
の
文
学
的
教
養
を
投
入
し
得
る
H

填
詞
μ

の
楽
し
み
で
あ
っ
た
と
同

時
に
、
こ
れ
が
ま
た
そ
の
ま
ま
歌
舞
音
曲
の
楽
し
み
に
も
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
趣
味
生
活
の
上
で
は
必
要
不
可
欠
の
娯

ぴ楽
な
の
で
あ
っ
た
口
こ
の
娯
楽
と
し
て
の
部
分
を
拡
大
し
た
の
が
笠
翁
の
文
学
で
あ
り
、
こ
の
分
野
で

H

異
能
μ

を
発
揮
し
た
彼
が
、
ま
ず

は
そ
の
随
筆
集
の
冒
頭
に
お
い
て
こ
れ
を
取
り
挙
げ
、
彼
な
り
の
H

戯
曲
論
u

を
ぶ
ち
上
げ
積
年
の
組
蓄
を
傾
け
て
み
よ
う
と
考
え
た
の

は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
彼
な
り
の
論
議
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ふ
つ
う
の
常
識
と
さ
れ
て
い
る
音
山
味
で
の
戯
曲
論
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
王
騨
徳
の
『
曲
律
』
と
見
比
べ
て
み
れ
ば
、

一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
然
る
べ
き
ま
じ
め

真
当
な
る
戯
曲
文
学
理
論
専
著

l
lそ
う
言
い
得
る
の
が
『
曲
律
』
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
の
方
は
と
言
え
ば
、
す
で
に
指
摘
し
て

き
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
面
白
い
と
感
取
で
き
る
感
覚
の
持
ち
主
に
と
っ
て
は
、
た
し
か
に
無
類
に
面
白
い
H

遊
戯
の
筆
υ

を
巧
妙
自
在
に
あ

や
つ
り
な
が
ら
も
、

ま
と
も
に
見
れ
ば
戯
曲
論
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
と
い
う
、

ま
さ
し
く
異
人
笠
翁
の

H

異
人
μ

た
る
と
こ
ろ
を

見
せ
る
著
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
詞
曲
部
」
は
全
六
章
、
「
演
習
部
」
は
全
五
章
よ
り
成
り
、

各
章
に
は
ま
ず
H

総
論
“
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ

(363) - 78-



の
章
が
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
か
れ
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
全
体
の
構
成
体
裁
は
た
し
か
に
整
然
と
し
て
お
り
、

に
も
尤
も
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
そ
こ
に
は
文
章
上
の
巧
妙
な
仕
掛
け
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が

往
々
に
し
て
眉
批
と
絶
妙
の
対
応
を
な
し
て
お
り
、
遊
び
の
文
章
・
遊
戯
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
一
層
明
ら
か
に
し
、
そ
の
可
笑
し
さ
面
白
さ

を
増
幅
す
る
と
い
う
か
ら
く
り
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
言
う
、
王
駿
徳
『
曲
律
』
中
に
眉
批
は
一
切
な
い
。
も
し
あ
っ

た
と
す
れ
ば
総
て
単
な
る
ま
じ
め
な
批
文
で
あ
る
に
違
い
な
い
〉

D

こ
の
書
『
開
情
偶
寄
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、

眉
批
を
与
え
て
い
る
の
は

余
懐
（
字
潜
心
）
と
尤
伺
（
字
展
成
）
の
両
人
が
他
を
圧
し
て
特
別
多
い
ほ
か
、
お
よ
そ
二
十
名
に
近
い
文
人
仲
間
た
ち
の
名
前
が
見
え

（

6
）
 

る
。
彼
ら
は
み
ん
な
一
緒
に
な
り
ぐ
る
に
な
っ
て
、
作
者
笠
翁
が
披
湿
し
て
み
せ
る
H

帯
閑
文
人
H

と
し
て
の
面
白
可
笑
し
い
H

遊
戯
の

筆
μ

ー
ー
そ
の
ぷ
云
才
μ

に
対
し
て
、
ま
ぜ
か
え
し
・
か
ら
か
い
の
半
墨
を
入
れ
た
り
大
げ
さ
に
褒
め
苧
え
る
げ
掛
け
戸
μ

を
か
け
た
り
し

て
娯
し
ん
で
い
る
の
だ
。
笠
翁
が
眉
唾
な
胡
散
臭
い
遊
戯
の
筆
を
弄
す
れ
ば
、
こ
れ
を
面
白
が
る
文
人
仲
間
た
ち
も
同
質
同
等
の
筆
致
を
も

っ
て
、

し
た
た
か
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
打
て
ば
響
く
と
い
っ
た
調
子
で
、

お
互
い
に
丁
丁
発
止
と
わ
た
り
合
っ
て
い
る
（
遊
び
戯
れ
合

っ
て
い
る
）
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
聞
に
は
い
わ
ば
知
的
お
遊
び
の
H

押
れ
合
い
関
係
μ

が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
眉
批
の
も
つ

意
義
と
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
を
抜
き
に
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
書
の
も
つ
面
白
き
ゃ
魅
力
は
大
い
に
減
じ
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
こ
こ
に
ま
ず
、
筋
の
運
び
が
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
く
「
密
針
線
」
の
項
を
取
り
挙
げ
て
み
よ
う
。
彼
は
始
め
に
そ
の

構
成
法
を
着
物
の
裁
縫
に
警
え
て
説
き
（
警
喰
に
巧
み
な
の
が
彼
の
大
き
な
特
徴
だ
が
、
時
に
は
警
喰
の
悪
用
も
ヘ
ッ
チ
ャ
ラ
で
や
っ
て
み

せ
る
、
そ
の
面
白
さ
も
や
は
り
特
徴
で
あ
る
〉
、

伏
線
と
照
応
に
し
っ
か
り
心
を
配
る
べ
し
と
い
う
、

極
め
て
真
当
な
こ
と
を
明
確
に
の
べ

る
。
首
肯
し
得
る
然
る
べ
き
見
識
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
一
転
し
て
、

「
も
し
針
線
を
も
っ
て
論
ず
れ
ば
、
元
曲
の
最
も
疏
な
る

し、

か
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者
は
『
琵
琶
』
に
過
ぎ
た
る
は
莫
し
」
と
一
一
一
口
い

展
開
し
、
幾
つ
か
の
欠
点
を
指
摘
し
て
の
ち
、
か
の
著
名
な
る
「
髪
を
興
る
」
の
一
段
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
こ
う
し
た
断
定
的
誇
張
表
現
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
）
、

」
の
作
品
に
対
す
る
批
判
を

「
現
髪
」
の
場
面
の
曲
を
読
ん
で
み
る
と
、

一
字
も
張
大
公
を
顧
慮
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
彼
を
譲
る
気
持
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

趨
五
娘
は
「
さ
き
に
母
上
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
は
張
大
公
さ
ま
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
た
父
上
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た

が
野
辺
送
り
す
る
備
え
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
と
は
言
え
も
は
や
こ
れ
以
上
大
公
さ
ま
に
お
願
い
す
る
わ
け
に
も
参
り
ま
せ
ん
か
ら
、
髪
を

興
る
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
」
云
々
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
髪
を
契
る
の
は
自
ら
望
ん
で
や
っ
た
こ
と
で
事
情
に
迫
ら

ほ

れ
て
や
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
曲
の
な
か
で
は
、
ヘ
わ
れ
孝
婦
の
誉
れ
欲
り
す
る
に
は
あ
ら
ず
さ
れ
ど
H

山

む

ず

こ

と

わ

ざ

人
に
恵
み
を
乞
う
は
難
か
し

L
と
唱
っ
て
い
る
。
こ
の
二
句
は
成
語
で
誰
が
言
っ
て
も
構
わ
な

に
入
り
て
虎
を
捕
う
は
易
け
れ
ど

い
が
、
た
だ
五
娘
だ
け
は
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
女
は
自
分
の
苦
哀
を
張
太
公
に
あ
え
て
訴
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
に
、
ど
う

（

8
）
 

し
て
又
そ
の
苦
し
み
を
口
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
に
は
張
太
公
を
怨
ん
で
い
る
よ
う
な
口
調
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
の
五
娘
の
せ
り
ふ
は
極
め
て
控
え
目
な
常
識
あ
る
女
性
の
、
そ
う
そ
う
張
大
公
の
好
意
に
甘
え
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う

当
然
の
慮
り
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
女
の
命
で
も
あ
る
大
事
な
黒
髪
を
興
っ
て
売
る
ほ
か
な
い
と
考
え
る
そ
の
い
じ
ら
し
さ
が
、
多

く
の
人
び
と
の
胸
を
う
つ
。
従
っ
て
次
に
続
く
彼
女
の
辛
い
胸
の
う
ち
を
訴
え
る
歌
詞
も
、
素
直
な
女
心
を
表
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
一
齢
は
古
来
劇
中
屈
指
の
名
場
面
と
し
て
、
格
別
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
笠
翁
は
「
人
に
恵
み

を
乞
う
は
難
か
し
」
を
捉
え
て
張
太
公
を
怨
ん
で
い
る
と
難
癖
・
言
い
掛
り
を
つ
け
て
『
琵
琶
記
』
の
欠
点
に
仕
立
て
て
い
る
の
だ
。
ー
ー
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こ
れ
く
ら
い
の
道
理
の
わ
か
ら
ぬ
笠
翁
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
ん
な
に
人
情
の
機
微
が
わ
か
ら
な
く
て
、
あ
れ
だ
け
の
戯
曲
小
説
が
書
け
る
も

の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で
イ
チ
ャ
モ
ン
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
見
事
巧
妙
に
明
か
し
て
い
る
の
が
、
実
は
こ
の
個
所
に
対
し
て
与
え
て
い
る
余
潜
心
の
眉
批
な
の
で
あ
る
。
す

わ

れ

さ

き

お

も

な
わ
ち
、
「
余
向
に
『
琵
琶
』
を
読
み
曽
て
此
の
論
を
な
す
も
、
意
は
ざ
り
き
笠
翁
に
よ
っ
て
拍
出
さ
る
る
と
は
D

真
に
則
誠
を
折
服
す
る
に

堪
へ
た
り
」
。
自
分
も
実
は
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
が
、
意
外
や
笠
翁
に
よ
っ
て
拍
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
作
者
高
則
成
も
こ
れ
で
は
折

服
さ
れ
ず
に
済
む
ま
い
、
ヤ
ン
ヤ
・
ヤ
ン
ヤ
｜
｜
と
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
H

掛
け
声
υ

を
か
け
、
半
墨
を
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

余
懐
も
書
い
て
い
る
も
の
か
ら
し
て
も
、
人
情
の
機
微
に
う
と
い
よ
う
な
人
で
は
な
い
は
ず
だ
。

つ
ま
り
彼
も
笠
翁
が
こ
と
さ
ら
ケ
チ
を

つ
け
て
い
る
く
ら
い
の
こ
と
は
、
こ
れ
も
百
も
承
知
の
上
で
笠
翁
を
精
い
っ
ぱ
い
持
ち
上
げ
て
み
せ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
本
文
と
眉
批

と
の
げ
掛
け
合
い
υ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
基
盤
が
あ
る
。
高
則
誠
が
果
た
し
て
本
当
に
折
服
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
な
い
こ
と
が
わ
か
り
き
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
掛
け
合
い
が
フ
ザ
ケ
と
し
て
成
立
す
る
の

（日）

で
あ
る
。

笠
翁
の
こ
の
舶
に
対
す
る
批
判
は
さ
ら
に
続
い
て
、

五
娘
が
最
後
の
曲
中
で
唱
う
、

「
た
だ
恐
る
る
は
こ
の
身
死
す
る
も

葬
る
人
の
あ

ら
ば
こ
そ

誰
か
返
さ
ん
厚
き
お
恵
み
（
只
恐
奴
身
死
也

誰
還
侭
恩
債
〉
」
と
い
う
歌
詞
を
各
め
立
て
す
る
が
、
こ
れ
が

冗
自
没
人
埋

先
の
場
合
と
全
く
同
様
の
キ
テ
レ
ツ
な
庇
理
屈
で
、

し
か
も
「
誰
還
似
思
債
」
と
い
う
歌
詞
は
、
「
ほ
と
ん
ど
張
太
公
を
な
い
e
か
し
ろ
に
し
、

そ
の
熱
い
心
に
冷
水
を
あ
び
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
不
幾
抹
倒
大
公
、
将
一
片
熱
腸
付
之
冷
水
乎
）
」
と
い
う
、

ま
さ
に
目

茶
苦
茶
な
言
い
掛
り
を
つ
け
る
。
こ
の
部
分
の
居
批
は
、

「
こ
の
よ
う
に
ズ
パ
リ
一
一
一
一
口
わ
れ
て
み
る
と
、

成
程
情
理
に
背
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
則
誠
が
い
ま
居
れ
ば
全
く
弁
解
し
よ
う
が
あ
る
ま
い
（
余
櫓
心
云
、

一
経
点
破
、
便
覚
掛
情
、
則
誠
復
生
、
何
詞
以
排
）
」
。
ー
ー
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」
れ
ま
た
右
と
全
く
同
様
の

H

掛
け
合
い
u

で
あ
る
。

な
お
、
『
琵
琶
記
』
に
つ
い
て
笠
翁
は
、
他
の
個
所
（
「
変
旧
為
新
」
）

に
お
い
て
、
年
若
い
五
娘
が
琵
琶
を
負
っ
て
単
身
部
へ
夫
を
尋
ね
て

行
く
の
で
は
途
中
節
操
を
全
う
し
難
い
、
義
士
張
大
公
が
そ
れ
を
放
っ
て
お
い
た
欠
陥
は
、
ま
さ
し
く
H

女
畑
氏
補
天
μ

の
神
話
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
「
天
が
西
北
に
傾
き
、
地
が
東
南
に
陥
ち
た
の
と
殆
ど
異
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
く
ず
れ
た
天
地
を
五
色
の
石
で
補
修
し
た
と

い
う
女
畑
氏
に
も
当
る
自
分
笠
翁
を
欠
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
（
幾
与
天
傾
西
北
、

地
陥
東
南
無
異
失
、

可
少
補
天
塞
地
之
人
乎
）
」
と
言

ぅ
。
そ
こ
で
第
二
十
九
齢
の
改
耐
を
試
み
た
の
が
「
『
琵
琶
記
・
尋
夫
』
改
本
」
で
あ
っ
た
。
更
に
は
ま
た
、

五
齢
「
煎
茶
」
の
な
か
の
一
部
人
物
設
定
を
不
自
然
だ
と
し
て
改
側
し
、
こ
れ
ら
二
篇
の
改
本
を
こ
の
項
の
終
り
に
一
括
掲
載
し
て
い
る
の

陸
采
の
『
明
珠
記
』
第
二
十

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ち
ょ
う
ど
右
の
女
畑
氏
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
て
論
じ
て
い
る
部
分
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
尤
展
成
に
よ
る
眉
批
は
、

わ

れ

ま

く

「
予
は
親
し
く
笠
翁
の
家
姫
こ
の
二
折
を
演
ず
る
を
見
た
り
。

高
・
陸
二
君
を
し
て
生
を
復
せ
し
め
ば
、

尤
展
成
は
実
際
に
笠
翁
の
家
姫
に
よ
っ
て
演
ぜ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
改
作
を
観
た
の
だ
っ
た
が
、
も
し
原
作
者
の
二
人
が
こ
れ
を
観
れ
ば
、
定

定
め
て
ま
さ
に
絶
倒
す
ベ
し
」
。

め
て
H

絶
倒
υ

す
る
に
相
違
あ
る
ま
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
心
底
敬
服
し
恐
れ
入
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
あ
く
ま
で
も
オ
モ
テ
の
意
味
。

が
実
は
捧
腹
絶
倒
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
だ
。
た
だ
し
こ
の
改
作
が
大
笑
い
さ
せ
る
よ
う
な
オ
カ
シ
な
出
来
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
い
わ
ば
さ
ほ
ど
大
し
た
こ
と
で
も
な
い
事
柄
を
H

女
嫡
氏
補
天
μ

の
故
事
ま
で
引
合
い
に
出
し
、
さ
も
ご
大
層
に
言

い
立
て
取
り
立
て
て
大
得
意
に
や
っ
て
み
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
全
く
こ
れ
と
同
様
の
誇
張
的
表
現
の
H

絶
倒
μ

な
る
語
を
も
っ
て
対
応

し
、
大
げ
さ
に
仰
天
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

せ

り

ふ

こ
の

n
絶
倒
μ

と
い
う
言
葉
が
眉
批
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。
賓
白
は
美
し
く
響
く
よ
う
に
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
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「
声
務
鐸
銘
」
の
項
で
、
そ
の
た
め
に
は
平
灰
を
調
え
る
こ
と
が
肝
要
だ
が
、
情
況
に
よ
っ
て
は
ど
う
し
て
も
調
え
に
く
い
個
所
が
あ
る
。

そ
の
折
に
は
実
は
上
声
の
音
を
用
い
る
の
が
秘
訣
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
平
音
と
灰
音
の
中
間
に
介
在
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

こ
れ
を
も
っ
て
平
音
と
し
て
も
代
替
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
自
ら
の
新
説
・
奥
の
手
に
つ
い
て
得
々
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
ま
ず
そ
の
初
め
の
方
の
個
所
で
「
こ
の
こ
と
は
昔
か
ら
誰
も
そ
の
秘
密
を
き
わ
め
て
お
ら
ぬ
。
私
は
高
価
な
美
玉
・
千
金
の
宝
を
求
め

る
苦
労
を
し
て
千
刃
の
谷
底
に
降
り
、
よ
う
や
く
に
し
て
こ
れ
を
得
て
同
好
の
士
に
告
げ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
D

私
心
な
き
を
示
す
と
は
い

（日）

え
惜
し
む
気
が
せ
ぬ
で
も
な
い
」
と
言
う
。
こ
う
い
う
殊
更
も
っ
て
回
っ
た
大
げ
さ
な
言
い
方
、
そ
れ
も
ホ
ン
ト
か
ウ
ソ
か
、
本
気
だ
か
冗

談
だ
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
を
、

シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
ヌ
ケ
ヌ
ケ
得
々
と
し
て
言
っ
て
み
せ
る
の
が
、

つ
ま
り
私
の
謂
う
H

笠
翁
節
μ

で
あ
る

が
、
こ
こ
で
の
余
漁
心
の
眉
批
は
l
l
e
「
従
前
い
ま
だ
世
ら
さ
ざ
る
の
秘
を
世
ら
す
、
鍾
銘
鼓
舞
（
そ
の
美
し
き
戸
の
溌
湖
た
る
こ
と
）
、
絶
倒

す
る
か
な
予
を
」
。

中
間
に
「
乎
」
の
字
を
入
れ

こ
こ
に
言
う
「
絶
倒
乎
予
会
」
は
、
も
ち
ろ
ん
「
笑
死
了
我
明
！
」
の
意
味
で
も
あ
る
。

ま
た
項
目
の
「
鐸
銘
」
の
文
字
を
逆
用
し
て
「
鐸
錦
鼓
舞
」
と
し
た
巧
妙
な

た
た
め
に
生
じ
る
語
感
上
の
い
わ
く
言
い
難
い
上
々
の
効
果
、

酒
落
気
、
読
者
は
こ
こ
で
文
字
通
り
H

絶
倒
u

さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
笠
翁
は
、
こ
の
項
の
最
後
を
こ
う
言
っ
て

締
め
く
く
る
｜
｜
「
こ
の
理
は
解
す
べ
く
し
て
解
す
べ
か
ら
ず
、
こ
の
法
は
伝
ふ
べ
く
し
て
実
は
ま
さ
に
伝
ふ
べ
か
ら
ず
。

一
た
び
伝
ふ
る

の
後
は
、
則
ち
遍
地
金
声
（
至
る
所
金
玉
の
戸
が
響
き
わ
た
り
）
、

一
瓦
缶
の
鳴
（
平
灰
調
わ
ざ
る
耳
ざ
わ
り
な
作
品
）
を
求
む
る
と
も
得
べ
か
ら
ざ

る
な
り
」
。

こ
う
い
う
人
を
喰
っ
た
殊
さ
ら
ケ
ム
に
捲
く
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
、

ま
た
ヌ
ケ
ヌ
ケ
と
言
っ
て
み
せ
る
。
何
と
い
う
胡
散
臭
き
・
い

か
が
わ
し
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
た
得
意
の

n
笠
翁
節
μ

な
の
で
あ
っ
て
、
ま
じ
め
に
読
ん
で
い
る
と
見
事
ズ
ッ
コ
ケ
さ
せ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

- 83ー(358) 



笠
翁
が
『
琵
琶
記
』
に
対
し
て
、

お
よ
そ
取
る
に
足
ら
ぬ
難
癖
を
つ
け
て
、
そ
れ
を
さ
も
も
っ
と
も
ら
し
く
批
難
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
「
音
律
第
一
二
」
の
総
論
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
他
の
章
の
総
論
に
く
ら
べ
て
み
る
と
破
格
の
長

文
（
お
よ
そ
三
千
一
百
字
）
で
、
他
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
の
は
異
常
と
も
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
実
に
ど
う
も
惇
く
べ
き
こ

と
に
は
、
こ
の
長
文
は
あ
れ
や
こ
れ
や
ゴ
テ
ゴ
テ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
さ
も
ご
大
層
に
言
い
回
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
実
の

あ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
何
ひ
と
つ
と
し
て
述
べ
て
い
な
い
と
い
う
底
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

初
め
の
お
よ
そ
三
分
の
一
の
部
分
で
は
、

た
し
か
に
音
律
平
灰
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
全
く
あ
り
き
た
り
の
こ
と
、
自
ら

の
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
も
そ
の
中
に
は
、

例
の
ご
と
く
彼
の
常
套
手
段
の
、
「
私
は
赤
子
の
頃
よ
り
字
を
識
り
、
幼
少

（
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一
通
り
浅
く
渉
っ
た
、
云
々
：
：
：
」
と

の
折
に
は
文
章
を
成
し
、
詩
書
六
芸
の
文
は
い
ま
だ
そ
の
義
を
精
し
く
極
め
て
お
ら
ぬ
と
は
い
え
、

い
う
よ
う
な
己
れ
自
身
の
こ
と
を
語
る
部
分
を
紛
れ
込
ま
せ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
ら
は
つ
ま
り
、
自
慢
と
謙
遜
と
が
一
緒
く
た
に
並
べ
ら
れ

て
い
る
た
め
に
、
ど
っ
ち
も
言
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、

ま
た
ど
っ
ち
も
言
っ
て
い
な
い
よ
う
で
も
あ
る
不
思
議
な
感
じ
を
も
た
せ
る
文

章
な
の
だ
。
要
す
る
に
何
を
言
わ
ん
か
と
す
る
よ
り
も
、
文
章
を
こ
ね
く
り
回
し
て
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
ぶ

そ
れ
か
ら
一
転
し
て
、
「
詞
曲
中
音
律
の
壊
は
『
南
西
廟
』
に
壊
る
」
と
言
い
、
こ
れ
が
い
か
に
原
作
『
北
西
府
』
の
改
悪
甚
だ
し
き
も

の
で
あ
る
か
、
口
を
極
め
て
罵
倒
し
て
ゆ
く
。
も
と
も
と
『
南
西
廟
』
に
対
し
て
は
不
評
を
な
す
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
笠
翁
の
場
合

（日）

に
は
そ
の
痛
罵
す
る
程
度
が
並
大
抵
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
ま
た
、
例
え
ば
自
分
の
体
験
談
ハ
と
称
す
る
も
の
）
を
挿
入
し
て
み
せ
た
り
も
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
向
に
都
門
に
在
り
し
と
き
、

(357) -84-



魂
貞
一
層
相
国
（
順
治
の
進
士
、
官
は
保
和
殿
大
学
士
）
：
：
：
予
に
『
北
西
廟
』
翻
本
を
作
り
以
て
従
前
の
謬
り
を
正
さ
ん
こ
と
を
命
ず
。
予
は
不

か
る
ん

敏
を
謝
す
」
と
し
、
そ
の
理
由
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
遠
き
を
貴
び
近
き
を
践
し
み
、
古
を
慕
ひ
今
を
薄
ず
る
は
天
下
の
通
常
」
だ
か
ら
で

あ
る
こ
と
、

ま
た
、
「
彼
の
文
は
以
て
世
に
伝
ふ
る
に
足
り
、
業
は
明
徴
あ
り

D

我
が
力
は
以
て
人
を
降
す
に
足
る
も
、

尚
実
擦
な
し
。
按

な
き
を
以
て
徴
あ
る
に
敵
せ
ば
、
そ
の
敗
る
る
や
立
見
す
べ
き
な
り
」
と
い
う
わ
け
で
、
「
時
に
襲
芝
麓
先
生
（
礼
部
尚
喜
）
も
ま
た
座
に
在

り
て
、
貞
庵
相
国
と
均
し
く
予
の
言
を
以
て
然
り
と
為
せ
り
」
と
言
う
。
こ
れ
も
実
は
、
さ
ん
ざ
い
ろ
ん
な
理
屈
を
つ
け
て
ひ
ね
く
り
回
し

て
お
き
な
、
が
ら
、
結
局
は
「
出
来
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
何
だ
か
お
二
人
の
大
先
生
を
す
っ
か
り
感
心
さ
せ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
勝
手
で
い
い
気
な
お
遊
び
の
文
章
と
し
て
読
ま
な
い
と
し
た
ら
、

い
っ
た
い
ど
う

読
め
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
話
の
展
開
は
、
『
北
西
崎
』
は
改
め
て
は
な
ら
な
い
が
、
『
南
西
庸
』
の
方
は
欠
陥
だ
ら
け
な
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
手
直
し
す
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
口
前
者
は
極
め
て
難
し
い
が
、

ふ

で

と

ま
さ
に
即
ち
喜
を
拍
る
べ
し
」
と
言
う
。

後
者
は
難
し
く
な
い
か
ら
で
、
「
予
は
才
に
乏
し
と
い
へ
ど
も
、
請
ふ
こ
の
任

に
当
ら
ん
。
機
を
救
ふ
に
暇
あ
ら
ば
、

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
は
、

「
『
南
西
廟
』
翻
本
は
既
に
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
予
は
又
此
に
因
て
彼
に
及
び
て
、

一
劇
に
志
有

『
北
琵
琶
』

り
き
」
と
し
、
南
曲
『
琵
琶
記
』
を
改
め
た
『
北
琵
琶
』
を
も
新
た
に
手
掛
け
て
み
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
話
を
も
っ
て
ゆ
き
、

（
げ
）

の
一
部
ま
で
述
べ
て
み
た
り
も
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
の
結
末
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
構
想

千
年
後
の
李
笠
翁
と
必
ず
や
同
じ
心
を
も
っ
て
作

る
に
違
い
な
い
と
思
う
。
自
分
は
才
に
乏
し
い
者
で
は
あ
る
が
、
こ
の
任
に
当
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
前
そ
の
一
折
を
填
し
て

王
実
甫
（
『
北
西
屈
』
の
原
作
者
）

に
も
し
も
『
琵
琶
記
』
を
作
ら
せ
た
な
ら
ば
、

F
D
 

Q
U
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役
者
に
与
え
た
が
、
補
っ
た
の
は
則
設
の
原
本
の
劣
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
九
一
っ
た
c

そ
れ
は
す
で
に
こ
の
集
（
十
六
巻
本
）
の
第
四
巻
の

な
お
全
本
に
ま
で
拡
げ
て
詞
人
の
採
択
に
備
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
c

も
し
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
弦
索
の
新
し

後
に
附
載
し
た
が
、

い
譜
を
つ
く
る
。
ま
た
も
し
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
の
手
に
成
る
『
南
西
開
』
と
『
北
琵
琶
』
の
二
書
が
並
び
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
前
代
の
哲
人
の
後
を
追
い
当
今
の
賢
人
と
轡
を
並
べ
る
こ
と
は
あ
え
て
望
め
な
く
て
も
、
手
づ
か
ら
作
っ
た
話
出
ー
ー
ー
す

で
に
世
に
行
わ
れ
て
い
る
前
後
八
種
と
す
で
に
填
し
た
が
未
だ
刻
さ
れ
て
い
な
い
内
外
人
種
ー
！
と
こ
れ
ら
を
合
せ
て
比
較
し
得
る
と

す
れ
ば
、
必
ず
や
粗
略
と
精
密
の
別
が
明
ら
か
と
な
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
書
を
著
わ
す
に
は
、
何
ヶ
月
も
家
に
閉
じ
こ
も
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
な
る
と
、
飢
え
に
襲
わ
れ
て
ど
う
に

も
な
ら
ぬ
。
天
が
財
宝
や
殻
物
を
雨
と
降
り
そ
そ
ぎ
、

（お）

う
か
。
傷
ま
し
き
哉
、
貧
な
る
こ
と
！

わ
が
数
十
名
の
家
族
の
た
め
に
生
計
を
は
か
つ
て
く
れ
る
こ
と
な
ど
望
み
得
よ

す
で
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
も
し
も
自
分
、
が
『
南
西
府
』
と
『
北
琵
琶
』
の
改
本
を
手
掛
け
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必

ず
や
す
ば
ら
し
い
も
の
と
な
る
は
ず
に
違
い
な
い
が
、
貧
乏
暇
な
し
で
出
来
な
い
の
が
残
念
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
さ
ん
ざ

つ
ば
ら
ゴ
テ
ゴ
テ
と
、
実
に
ご
大
田
な
こ
と
を
言
い
立
て
て
お
き
な
が
ら
、
さ
て
肝
腎
の
と
こ
ろ
は
結
局
「
ゃ
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
の
ご
大
層
な
言
い
草
、
あ
れ
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
一
一
一
口
い
た
い
放

題
ま
く
し
立
て
て
お
い
て
、
実
は
さ
っ
ぱ
り
何
も
言
っ
て
い
な
い
1
1
1
こ
れ
こ
そ
笠
翁
先
生
一
流
の
見
事
な
る
こ
け
お
ど
し
だ
と
い
う
こ
と

つ
ま
り
こ
う
し
た
こ
け
お
ど
し
を
や
っ
て
見
せ
る
笠
翁
の
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
を
、
可
笑
し
が
り
面
白
が
り
楽
し
む
こ
と
が
で

に
な
る
。

き
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
章
を
読
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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尤
展
成
は
こ
の
書
物
に
対
し
て
与
え
た
序
文
の
な
か
で
、
「
笠
翁
の
書
を
読
み
て
吾
れ
驚
け
り
苦
c

著
す
所
の
『
開
情
偶
寄
』
若
干
巻
、
絞

拾
の
伎
伺
を
用
っ
て
激
戯
の
神
通
を
作
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
常
づ
ね
こ
こ
に
一
一
一
口
う
わ
ず
か
十
文
字
「
用
絞
猪
伎
伺
作
治
戯
神
通
」

に
、
笠
翁
の
文
芸
の
本
質
本
領
が
ズ
バ
リ
伺
潔
明
阪
に
道
破
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
す
が
に
（
と
言
う
よ
り
も
当
然
の
こ
と
な
が

ら
〉
尤
展
成
は
、
由
者
笠
翁
の
こ
う
い
っ
た
才
筆
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
を
、

し
っ
か
り
見
抜
き
押
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
例

え
ば
右
に
述
べ
て
き
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
ピ
ッ
タ
リ
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
も
し
私
が
や
れ
ば
」
と
言
う
だ
け
で
、
何
も
や

ら
な
け
れ
ば
（
「
『
琵
琶
記
・
尋
夫
』
改
本
」
の
一
段
だ
け
や
っ
て
見
せ
て
ち
ら
つ
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ま
た
た
い
へ
ん
妙
で
あ
る
）
そ
れ

こ
そ
何
で
も
言
え
る
わ
け
だ
。
そ
の
げ
何
で
も
μ

の
部
分
を
ゴ
テ
ゴ
テ
飾
り
立
て
て
み
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
本
気
で
ま
じ
め
に
受

け
取
っ
た
な
ら
ば
、

お
人
好
し
か
パ
カ
の
見
本
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う

D

と
い
う
こ
と
は
、

ま
ず
は
筆
者
笠
翁
の
仰
に
深
い
企
み
や
底
立
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
実
に
お
見
事
な
る
変
幻
自

在
の
遊
戯
の
筆
、
そ
れ
が
こ
の
文
章
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
可
笑
し
さ
面
白
さ
こ
そ
、

ま
さ
し
く
H

絞
拾
の
伎
伺
を
も
っ
て
お

戯
の
村
通
を
な
し
た
μ

と
一
一
一
一
口
う
べ
き
な
の
で
あ
る

D

四

た
と
え
ば
次
に
示
す
例
な
ど
も
、
伎
の
そ
う
し
た
佼
猪
巧
妙
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
手
の
内
を
、
明
ら
か
に
開
陳
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
D

す
な
わ
ち
、
方
一
一
一
一
口
は
使
わ
ぬ
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
く
「
少
用
方
一
百
」
の
項
は
、
い
き
な
り
円
笠
翁
節
μ

を
も
っ
て
始
ま

一
種
に
過
ぐ
る
莫
し
。
そ
の
余
の
今
詞
士
口
出
は
在
在
こ
れ
あ
り
。
詞
由
に
至
る
の
み
に
非

天
下
知
ら
ず
し
て
予
独
り
の
み
こ
れ
を
知
る
。

7
7

『
章
子
』
青
読
み
て
五

る。

l
l
「
填
河
中
方
言
の
多
き
は
『
西
山
』

ず
、
即
ち
『
凹
書
』
の
中
、

『
孟
子
』

一
来
日
も
ま
た
方
一
↑
日
あ
り

D
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baw 

十
余
年
知
ら
ざ
る
も
、
今
こ
れ
を
知
れ
り
。
清
ふ
先
ず
そ
の
説
を
畢
へ
ん
こ
と
を
う
こ
と
さ
ら
奇
を
街
っ
て
人
の
背
中
去
に
出
、

な
才
気
を
ひ
け
ら
か
す
の
が
笠
翁
の
得
意
芸
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
眉
批
は
、
「
王
応
草
云
く
、
石
破
天
驚
、
轟
雷
四
に
起
る
」
。
ま
さ

か

へ

り

な

ほ

し
く
こ
れ
は
奇
想
天
外
の
言
に
ち
が
い
な
い
。
続
い
て
以
下
、
『
孟
子
』
の
な
か
の
言
葉
と
し
て
、
「
自
ら
反
み
て
縮
け
れ
ば
、
褐
寛
博
と
雌

お

士

（

日

）

も
、
吾
陥
れ
ず
荒
」
を
取
り
上
げ
、
朱
注
に
「
褐
は
践
者
の
服
、
寛
博
は
寛
大
の
衣
な
り
」
と
あ
る
の
に
大
い
に
疑
惑
を
も
っ
た
と
す
る
。

す

〈

な

ま

ま

お

ほ

く

す
な
わ
ち
、
自
分
が
生
れ
た
南
方
で
は
「
褐
を
衣
る
者
寡
く
、
間
服
す
る
者
あ
る
も
、
強
半
は
富
貴
の
家
に
し
て
、
名
は
褐
と
雄
も
、
実

キ
テ
レ
ツ

(353) 

は
則
ち
紋
（
洋
毛
製
）
な
り
」
と
言
う
。
地
域
差
・
時
代
差
に
よ
る
物
名
と
実
質
と
の
相
異
を
殊
更
に
言
い
立
て
て
問
題
を
紛
糾
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
当
時
の
南
方
に
お
け
る
用
語
の
み
を
唯
一
の
表
現
で
あ
る
か
の
如
く
に
装
っ
て
「
褐
は
乃
ち
貴
人
の
衣
な
り
、

な
ん胡

ぞ
践
者
の
服
と
云
ふ
や
」
と
言
う
に
至
っ
て
は
、
強
弁
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
え
、
喰
者
で
あ
り
な
が
ら
何
ゆ
え
に
狭
小

に
せ
ず
寛
大
に
し
て
着
る
の
だ
ろ
う
か
と
言
う
が
、
こ
れ
は
彼
一
流
の
庇
理
屈
に
す
ぎ
な
い
。
私
塾
の
師
に
尋
ね
て
み
て
も
、
号
一
口
を
左
右
に

し
て
逃
げ
回
る
ば
か
り
な
の
で
、
数
十
年
来
疑
問
が
解
け
ず
に
い
た
が
、
近
年
北
西
地
方
に
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
賎
者
は
み
な
粗
末
な
毛

- 88ー

織
り
の
だ
ぶ
だ
ぶ
の
服
を
着
て
お
り
、
寝
巻
代
り
に
も
し
て
い
る
。
土
地
の
者
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
：
：
：
『
論
語
』
に
孔
子
が
『
必
ず
寝

衣
有
り
、
長
さ
一
身
有
半
（
必
ず
寝
巻
を
着
て
ね
て
身
長
一
培
半
の
を
用
い
た
）
』
（
郷
党
篇
）
と
言
っ
て
い
る
の
も
こ
の
類
い
の
こ
と
な
の
だ
」
と

の
こ
と
。

「
予
始
め
て
幡
然
大
悟
し
て
日
く
、

『
太
史
公
書
を
著
す
に
、
必
ず
名
山
大
川
に
遊
び
し
は
、
そ
れ
斯
れ
の
謂
か
！
』
と
」
（
こ
の

ご
大
層
大
げ
さ
な
言
い
草
に
、
滑
稽
可
笑
し
み
を
感
取
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
ろ
う
）
。
続
け
て
言
う
、
「
蓋
し
古
来
の
聖
賢
多
く
西

北
に
生
れ
、
見
る
所
皆
然
り
、
故
に
方
言
口
に
随
ひ
て
出
づ
。
朱
文
公
は
南
人
な
り
、
彼
烏
く
ん
ぞ
之
を
知
ら
ん
や
、
：
：
：
予
絶
塞
に
遠
読

し
、
親
し
く
そ
の
人
を
観
る
に
非
れ
ば
、
烏
く
ん
ぞ
斯
の
言
の
謬
り
な
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
と
い
う
わ
け
で
、
朱
子
の
注
は
結
局
謬
り
で

は
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
の
ち
、
「
是
に
由
っ
て
之
を
観
れ
ば
、
『
四
書
』
の
文
は
な
ほ
法
を
尽
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
況
ん
や
『
西



府
』
の
詞
曲
た
る
を
や
」
。

こ
の
項
の
冒
頭
一
句
「
填
詞
中
方
言
之
多
、
莫
過
子
『
西
廟
』

一
種
」
が
、
な
ん
と
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
「
況
『
西
周
』
之
為
詞
凪

乎
」
と
照
応
し
て
い
る
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、

『
西
廟
記
』
が
方
言
を
多
用
す
る
作
品
中
の
最
た
る
も
の
だ
と
断
言
し
た
そ
の
理
由

根
擦
に
つ
い
て
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
一
言
半
句
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ー
ー
と
す
れ
ば
こ
の
文
章
が
、

イ
カ
ガ
ワ
し
い
校
猪

の
ワ
ザ
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
上
し
か
も
、

「
孟
子
』
の
な
か
の
た
っ
た
一
句
一
宇
（
こ
れ
を
も
っ
て
『
四
書
』
全
体
を
代
表
さ

せ
て
も
い
る
）
を
取
り
挙
げ
て
、
そ
の
朱
注
に
対
し
て
疑
義
を
提
し
、
こ
れ
を
謬
り
だ
と
し
て
綾
々
言
を
並
べ
立
て
て
お
き
な
が
ら
、
結
局

は
謬
り
で
な
か
っ
た
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
散
々
言
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
文
章
の
イ
カ
ガ
ワ
し
さ
は
、
並
大
抵
ひ
と
通
り
で
は
な
い
、
二
重
三
重
の
イ
カ
ガ
ワ
し
さ
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
作
者
は
実
に
、
そ
の
尋
常
で
な
い
凝
り
に
凝
っ
た
イ
カ
ガ
ワ
し
さ
を
も
っ
て
、
読
者
を
遊
ば
せ
面
白
が
ら
せ
楽
し

ま
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
は
常
に
道
を
載
せ
る
重
厚
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
舞
文
曲
筆
だ
っ
て
へ
ッ

チ
ャ
ラ
で
や
っ
て
の
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
筆
先
ひ
と
つ
、
そ
の
運
用
こ
ね
く
り
回
し
方
次
第
で
、
思
い
の
ま
ま
い
か
よ
う
に
で
も
遊

ん
で
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
出
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
を
可
笑
し
が
り
楽
し
む
の
で
な
け
れ
ば
、
笠
翁
の
文
章
を
読
む
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
眉
批
は
ど
う
か
。
「
胆
大
に
身
を
包
み
て
、

然
れ
ど
も
此
の
識
あ
り
て
方
に
此
の

始
め
て
能
く
こ
の
快
論
を
発
す
D

胆
あ
り
、
胆
ま
た
大
な
る
こ
と
易
か
ら
ざ
る
な
り
」
。

肝
腎
か
な
め
の
と
こ
ろ
は
一
切
合
切
ひ
と
言
も
い
わ
ず
、

」
れ
だ
け
無
内
容
の
論
陣

を
堂
々
と
張
っ
て
み
せ
、
こ
れ
だ
け
大
げ
さ
に
わ
め
き
立
て
て
み
せ
る
と
は
、
何
と
い
う
大
胆
さ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

た
だ
ご
と
の
見
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、

、

、

、

、

、

識
、
た
だ
ご
と
の
肝
っ
玉
で
は
で
き
な
い
こ
と
だ
。
あ
る
笛
の
見
議
手
胞
な
く
し
て
、
到
底
こ
ん
な
芸
当
が
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
い
や
は

や
こ
れ
は
、
実
に
易
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
わ
け
だ
。
つ
ま
り
取
り
も
直
さ
ず
こ
こ
の
本
文
は
、
む
り
こ
じ
つ
け
の
ハ
ッ
タ

リ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
眉
批
は
「
よ
く
ぞ
ハ
ッ
タ
り
！
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
い
で
に
も
う
一
つ
よ
去
羽
節
μ

を
紹
介
し
て
み
よ
う
D
I
l
l
「
私
は
伝
奇
数
十
種
を
作
っ
た
が
、

い
わ
ゆ
る
八
三
た
び
肱
を
折
っ
て
良

医
と
な
る
（
自
ら
長
病
い
し
て
こ
そ
良
医
と
な
れ
る
）
〉
の
諺
ど
お
り
、
そ
れ
ら
は
久
し
く
病
い
に
苦
し
ん
だ
す
え
の
作
で
あ
る
。

知
音
を
求
め

ん
と
し
て
全
心
魂
を
傾
け
て
き
た
の
だ
っ
た
。
孔
子
い
わ
く
『
益
者
三
友
あ
り
、
直
（
正
直
）
を
友
と
し
、
諒
（
誠
実
）
を
友
と
し
、
多
間
（
博

学
）
を
友
と
す
』
と
。
私
は
げ
多
聞
μ

と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
は
恐
れ
入
る
が
、
ど
う
か
げ
直
υ
H
諒
υ

で
あ
る
と
だ
け
は
言
わ
せ
て
い
た
だ
き

（
却
）

た
い
」
〈
「
劫
句
難
好
」
）
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
散
々
デ
タ
ラ
メ
無
内
容
の
誇
大
を
並
べ
立
て
得
る
文
章
の
書
き
手
で
も
あ
る
自
分
を
、
直
だ
諒
だ
と
一
一
一
同

っ
て
み
せ
る
、
そ
れ
が
お
よ
そ
逆
だ
か
ら
コ
ッ
ケ
イ
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
逆
の
こ
と
を
、
ご
大
国
に
孔
子
を
持
ち
出

し
で
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
か
け
る
の
だ
か
ら
、
二
重
に
う
さ
ん
臭
い
所
行
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
ま
た
ヌ
ケ
ヌ

ケ
と
言
っ
て
み
せ
る
と
こ
ろ
が
、
す
な
わ
ち
H

異
人
υ

の
異
人
た
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。

五

笠
翁
が
己
れ
の
げ
貧
乏
υ

に
つ
い
て
し
ば
し
ば
説
き
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
は
、
実
は
、
そ
の
せ
い
に
し
て
肝
腎
な
こ
と
を
き
口
わ
ず
に
す
ま

そ
う
と
す
る
底
意
下
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
D

前
々
章
に
挙
げ
た
例
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
他
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

文
は
簡
潔
な
る
を
貴
し
と
す
る
こ
と
を
説
く
「
文
貴
潔
浄
一
の
項
に
お
い
て
、
伝
奇
を
作
る
に
は
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
推
敵
す
べ
き
だ
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が
、
実
は
そ
れ
が
大
層
む
ず
か
し
い
と
述
べ
て
の
ち
、
こ
う
言
う
｜
｜
「
予
終
歳
飢
に
駆
ら
れ
、

杜
門
（
宋
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
）
日
乙
少
な

く
、
作
る
所
あ
る
ご
と
に
、
率
ね
多
く
は
草
々
に
篇
を
成
し
、
章
名
急
就
せ
り
（
慌
し
〈
完
成
さ
せ
る
）
。
刑
ら
ん
と
欲
せ
ざ
る
に
非
ず
、

つ
ね

h
づ

ふ

で

さ

き

め
ん
と
欲
せ
ざ
る
に
非
ず
、
刷
る
べ
く
改
む
べ
き
の
時
無
き
な
り
。
毎
に
一
劇
を
成
し
、
続
か
に
牽
端
落
つ
れ
ば
、

す

で

人
）
の
為
に
撰
み
去
ら
れ
、
下
半
な
ほ
未
だ
脱
稿
せ
ざ
る
に
、
上
半
業
巳
に
梨
を
災
す
（
出
版
す
る
）
。

即
ち
坊
人
（
書
房
の
主

彼
の
伶
工
の
捷
足
の
者
、
又
ま
た
そ

の
肺
腸
を
災
し
、
そ
の
居
舌
を
災
す
。
遂
に
一
た
び
成
り
て
改
め
し
め
ず
、
終
に
癌
疾
と
な
り
て
医
す
る
こ
と
難
し
。
予
潔
浄
を
欽
せ
ざ
る

に
非
ず
、
天
実
に
之
を
せ
し
む
、
之
を
何
と
謂
は
ん
や
！
」

こ
れ
ま
た
H

笠
翁
節
υ

で
、
貧
乏
を
嘆
い
て
み
せ
な
が
ら
、

い
か
に
売
れ
っ
子
で
あ
っ
た
か
の
白
慢
で
も
あ
り
、

い
っ
た
い
ど
こ
主
で
ホ

ン
ト
な
の
か
眉
唾
だ
か
ら
、
そ
れ
で
妙
に
可
笑
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
眉
批
は
｜
｜
「
超
声
伯
云
く
、
文
章
こ
こ
に
至
ら
ば
、
翼
な
く

し
て
飛
ぶ
と
称
す
べ
し
。
曲
子
相
公
の
収
拾
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
、
即
ち
か
く
の
若
し
。
快
な
る
哉
、
文
人
古
今
幾
か
有
る
！
」
。
曲
子
相

公
と
は
、

五
代
の
詞
人
和
凝
の
こ
と
。
若
い
こ
ろ
艶
詞
の
多
作
家
と
し
て
名
高
く
、
そ
の
作
品
は
方
々
に
流
伝
し
た
が
、
栄
進
し
て
後
に
そ

れ
ら
を
収
拾
し
て
焼
却
し
よ
う
と
図
っ
て
も
果
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
本
来
こ
の
呼
称
に
は
部
拾
す
る
気
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
笠
翁
に
な
ぞ
ら
え
て
、
大
喝
采
の
快
哉
を
叫
ん
で
い
る
の
で
あ
る
口

つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
す
ば
ら
し
い
文
章
力
、
売
れ
っ
子

ぷ
り
だ
っ
た
な
ら
、
翼
な
ん
か
要
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
作
品
は
そ
れ
こ
そ
至
る
所
ど
こ
へ
な
り
と
も
飛
ん
で
行
く
。
ち
ょ
う
ど
曲
子
相

公
の
場
合
が
、
こ
れ
と
お
ん
な
じ
具
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
何
も
か
も
承
知
の
う
え
で
精
い
っ
ぱ
い
持
ち
上
げ
て
み
せ
た
、

と
い
う
わ
け

だ。
と
こ
ろ
で
笠
翁
自
身
が
ま
た
「
授
曲
第
コ
こ
総
論
の
初
め
に
、
実
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
1

1

「
予
一
生
柳
七
を
作
し
、
無
数
の

み
め
つ

い
ま
だ
よ
く
由
子
相
公
の
身
に
通
顕
（
栄
華
）
を
都
む
が
如
く
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
然
れ
ど
も
そ
の
生
平
の

周
郎
（
音
楽
通
〉
と
交
は
る
。

改
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制
作
を
論
ず
れ
ば
、
人
聞
に
塞
満
し
、

ま
た
比
の
君
の
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
に
類
す
」
。

柳
七
は
宋
の
詞
人
柳
永
の
こ
と
で
、

や
は
り
艶
詞

に
す
ぐ
れ
た
風
流
人
と
し
て
名
高
い
が
、
俗
語
を
多
用
し
て
文
人
た
ち
か
ら
は
さ
げ
す
ま
れ
た
人
物
。
こ
れ
ら
二
人
の
大
変
著
名
な
る
艶
詞

（
幻
）

作
り
の
先
輩
風
流
人
に
、
笠
翁
は
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
て
卑
下
し
て
い
る
よ
う
で
実
は
大
い
に
鼻
高
々
の
自
慢
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
は

3
ら

し

ご

と

げ

な

ん

は

た

お

け

げ

じ

よ

と

（

包

）

し
か
も
こ
こ
で
の
最
後
の
締
め
は
こ
う
で
あ
る
。
「
語
に
云
く
『
耕
は
ま
さ
に
奴
に
問
ふ
ベ
く
、
織
は
ま
さ
に
稗
に
訪
ふ
ベ
し
』
と
。
予

は
不
敏
な
り
と
い
へ
ど
も
、

ま
た
曲
中
の
老
奴
、
歌
中
の
黙
稗
な
り
。

て
「
曲
中
之
老
奴
、
歌
中
之
黙
稗
（
賠
は
〈
技
賠
〉
〈
技
捨
〉
の
意
）
」
と
言
い
、
ど
う
か
私
め
の
こ
の
知
識
お
取
り
あ
げ
ご
利
用
い
た
だ
き
た

ま
さ
に
あ
っ
ば
れ
・
よ
く
ぞ
言
っ
た
り
で
、
そ
の
煽
び
詔
い
謙
り
の
卑
下
の
見
せ
か
け
が
、
そ
の
ま
ま
滅
法
し
た
た
か
な
る
倣
岸

請
ふ
知
る
所
を
述
べ
、
も
っ
て
裁
樫
に
備
ふ
る
を
」

D

自
ら
を
称
し

い
と
は
、

不
遜
の
自
己
宣
伝
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
卑
下
慢
」
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
か
。
し
か
も
そ
れ
を
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
ヌ
ケ

い
っ
た
い
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
う
奇
妙
奇
態
な
可
笑
し
な
文
章
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自

ヌ
ケ
得
々
と
し
て
言
つ
て
の
け
る
、

ら
の
こ
の
書
を
「
噌
痴
の
者
の
採
揮
に
供
す
（
居
室
部
・
房
舎
第
一
）
」
、

（
幻
）

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
下
手
物
好
き
の
読
者
の
ご
覧
に
供
し
た
い
、
と
言
っ
て
い
る

彼
は
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
｜
｜
「
予
こ
の
編
を
作
る
、
そ
の
詞
学
の
精
徴
に
於
て
、
則
ち
万
に
一
も
得
ず
。
こ
れ
ら
粗
浅

あ
た

の
論
の
如
き
は
、
則
ち
知
れ
る
は
言
は
ざ
る
無
く
、
一
一
一
口
は
尽
さ
ざ
る
無
き
者
と
謂
ひ
っ
ベ
し
会
。
後
来
の
作
者
、
ま
さ
に
予
に
一
宇
を
錫
へ

な

づ

い

た

命
け
て
詞
奴
と
日
ふ
ベ
し
。
そ
の
千
古
の
詞
人
の
為
に
嘗
っ
て
紀
綱
（
下
僕
〉
奔
走
の
力
を
放
す
を
も
っ
て
な
り
」
（
「
合
韻
易
重
」
）
0

初
め
に

「
其
於
詞
学
之
精
徴
、
則
万
不
得
一
」
と
言
い
「
此
等
粗
浅
之
論
」
と
言
っ
て
い
る
の
は

H

謙
り
μ

だ
が
、
続
け
て
「
則
可
謂
知
無
不
一
吉
、

言
無
不
尽
者
失
」
と
す
る
の
は

H

倣
り
μ

だ
か
ら
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
彼
が
見
せ
る
両
者
絢
交
ぜ
の
奇
妙
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
の
後
半
の
言
は
、
実
は
前
に
挙
げ
た
「
授
曲
第
一
ニ
」
に
お
け
る
結
語
部
分
の
内
容
と
全
く
同
じ
こ
と
を
、
別
の
表
現
を
も
っ
て
述
ベ
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た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
「
詞
奴
」
の
二
文
字
は
「
曲
中
之
老
奴
、
歌
中
之
賠
稗
」
の
意
を
要
約
し
た
も
の
、
或
い
は

ま
た
逆
に
「
詞
奴
」
の
意
を
敷
桁
説
明
す
れ
ば
、
「
曲
中
之
老
奴
、
歌
中
之
賠
牌
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

尤
展
成
に
よ
る
こ
こ
で
の
眉
批
｜
｜
「
笠
翁
こ
そ
は
正
真
正
銘
の
曲
夫
子
、
当
然
詞
壇
の
領
袖
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
。

〈
詞
奴
〉
と
称
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
控
え
目
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
（
笠
翁
真
由
夫
子
、
允
宜
姐
一
旦
詞
場
、
詞
奴
之
称
、
無
乃
過
抑
〉
」
。

尤
展
成
が
笠
翁
を
「
真
曲
夫
子
」
と
本
気
で
思
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
し
、

ま
し
て
「
允
宜
姐
豆
詞
場
」
と
言
う
と
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
大

ゲ
サ
ご
大
層
に
な
り
す
ぎ
て
、

か
え
っ
て
フ
ザ
ケ
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
笠
翁
節
に
対
し
て
は
そ
れ
相
応
に
、
笠

翁
張
り
の
屈
折
し
た
誇
張
や
歪
曲
の
キ
ナ
く
さ
い
表
現
を
も
っ
て
応
え
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ぜ
か
え
し
・
お
ひ
ゃ
ら
か
し
・
す
っ
と
，
ほ
け
た

口
吻
を
も
っ
て
本
文
に
対
応
し
た
H

掛
け
声
μ

だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

- 93ー

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
笠
翁
の
場
合
に
は
一
見
非
常
に
尤
も
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
だ
か
ら
こ

、そ実
は
キ
ナ
臭
く
・
う
さ
ん
臭
く
て
い
か
が
わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
こ
を
ま
た
、
し
っ
か
り
心
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

H

絞
槍
の
伎
傭
μ

を
駆
使
し
て
い
る
以
上
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
は
決
し
て
単
純
に
一
筋
縄
で
い
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、

た
い
へ

ん
立
派
な
議
論
を
声
高
に
述
べ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
ぶ
ち
上
げ
て
み
せ
て
い
る
・
は
っ
た
り
を
み
せ
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
結
局
は
や
は
り

n
笠
翁
節
μ

に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
、
き
わ
め
て
や
や
こ
し
い
か
ら
く
り
が
往
々
に
し
て
あ
り
得

る
か
ら
で
あ
る
。

あ
あ

「
戒
訊
刺
」
の
項
で
勧
懲
を
説
い
て
い
る
個
所
が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
｜
｜
「
曜
、
山
豆
に
千
古
の
文
章
た
だ
に
人
を
殺
す
が
為
に

設
く
る
に
止
ま
り
、
一
生
の
諦
読
徒
ら
に
行
凶
造
事
（
悪
事
・
禍
い
を
行
う
）
の
需
め
に
備
へ
ん
や
。
蒼
韻
字
を
造
り
て
鬼
夜
突
す
。
造
物
の

あ
ら
か
じ

心
い
ま
だ
必
ず
し
も
逆
め
料
り
て
此
に
至
る
に
非
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
凡
そ
伝
奇
を
作
る
者
は
、
先
は
此
の
種
の
肺
腸
を
株
去
し
、
務
め
て
忠
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厚
の
心
を
存
す
る
を
要
し
、
残
毒
の
事
を
為
す
勿
れ
。
之
を
以
て
思
に
報
ゆ
れ
ば
則
ち
可
、
之
を
以
て
怨
み
に
報
ゆ
れ
ば
則
ち
不
可
。
之
を

以
て
勧
善
懲
亜
心
す
れ
ば
則
ち
可
、
之
を
以
て
欺
善
作
思
す
れ
ば
則
ち
不
可
な
り
」
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
、
戯
曲
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
李
笠
翁
は
戯
曲
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
認
識

し
て
い
た
の
だ
な
、
と
思
う
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
例
え
ば
『
西
府
記
』
や
『
琵
琶
記
』
な
ど
を
読
ん
で
、
翻
然
と
し
善
に
目
ざ
め

悪
を
い
ま
し
め
る
よ
う
な
気
持
に
、
果
し
て
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
人
は
文
学
が
そ
れ
こ
そ
皆
目
わ
か
っ

て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
由
来
、
戯
曲
の
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、

い
ず
れ
も
す
ぐ
れ
た
文
人
に
よ
る
余
枝
で
あ
り
遊
び
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら

H

戯
υ

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
雅
な
趣
き
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
雅
な
戯
れ
雅
な
遊
び
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
お
い
て
勧
善
懲
悪
は
必
須
の
条
件
で
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た
そ
の
作
品
を
評
価
す
る
上
で
の
確
た
る
基
準
で
も
な
か
っ
た
口
笠
翁
の
戯

曲
は
時
と
し
て
勧
善
懲
悪
的
な
結
末
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
作
品
の
重
要
な
目
的
だ
な
ど
と
は
断
じ
て
言
え
る
も

の
で
は
な
い
（
そ
の
点
わ
が
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
同
断
で
あ
る

Y

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
筋
の
展
開
に
凝
ら
し
て
あ
る
工
夫
、

意
外
性
や
ド

ン
デ
ン
返
し
な
ど
、
作
意
が
見
え
す
い
て
い
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
気
に
も
と
め
ず
、

ま
た
様
々
な
シ
カ
ケ
を
殊
更
に
設
え
て
、
何
は
と
も

あ
れ
見
物
を
飽
き
さ
せ
ず
に
面
白
く
見
せ
る
よ
う
に
作
ろ
う
と
企
て
る
。
要
す
る
に
そ
の
最
大
特
色
は
娯
楽
性
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
道

徳
的
に
は
か
な
り
際
ど
い
綱
渡
り
だ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

む
し
ろ
そ
こ
が
実
は
見
せ
場
で
あ
っ
た
り
す
る
〈
そ
も
そ
も
娯
楽
性
に

は
、
不
良
性
非
道
徳
性
が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
も
あ
る
）
。

勧
懲
の
結
び
で
あ
る
場
合
に
も
、

ま
る
で
勧
懲
と
は
裏
腹
の
艮
閲
を
、
ど
う
勧

懲
に
結
び
つ
け
て
ゆ
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
作
者
の
腕
の
見
せ
所
な
の
だ
。
右
の
笠
翁
の
勧
懲
論
も
、

お
よ
そ
勧
懲
の
作
品
な
ど
書
い
て

い
な
い
者
が
、
勧
懲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
か
ら
こ
そ
マ
ヤ
カ
シ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
ヤ
レ
蒼
頑
だ
造
物
だ
と
大
げ
さ
に

言
う
か
ら
滑
稽
に
な
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
彼
の
文
章
上
の
」
云
μ

だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
っ
た
」
云
υ
に
よ
っ
て
見
せ
た
り
読
ま
ぜ
た
り
す
る
文
章
、

つ
ま
り
戯
れ
文
と
い
う
も
の
は
、
儒
教
一
色
の
大
マ
ジ
メ
か
ら
は
出

て
く
る
素
地
が
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
素
地
の
な
い
人
が
読
む
と
、
勧
懲
を
説
け
ば
そ
の
ま
ま
勧
懲
の
文
章
だ
と
し
か
見
え
な
い
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
の
中
に
は
そ
う
い
う
H

戯
れ
μ

つ
ま
り
酒
落
冗
談
の
類
い
を
面
白
が
る
素
地
を
も
っ
て
い
る
人
だ
っ
て
い
る
わ
け

で
、
『
開
情
偶
寄
』
に
批
文
を
書
い
て
い
る
文
人
た
ち
は
、
す
な
わ
ち
そ
う
い
う
人
々
な
の
で
あ
っ
た
。

菩
薩
の
心
腸
、

直
ち
に
填
詞
を
以
て
『
太
上
感
応
篇
』
を

だ
か
ら
、
笠
翁
の
右
の
文
章
に
対
す
る
余
浩
心
の
眉
批
も
、
「
文
人
の
筆
舌
、

作
さ
ん
と
欲
せ
り
」
｜
｜
文
人
先
生
の
筆
舌
・
お
筆
先
っ
て
も
の
は
、
ご
大
層
な
も
の
よ
。
ま
る
で
菩
薩
さ
ま
の
御
心
で
、
そ
っ
く
り
そ
の

ま
ま
お
芝
居
を
、
因
果
応
報
を
説
く
最
上
最
高
の
善
書
『
太
上
感
応
篇
』
に
祭
り
上
げ
て
し
ま
お
う
と
い
う
ん
だ
か
ら
！

よ
く
言
う
ぜ
！
」
と
い
う
掛
け
声
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
ヨ
ー
ヨ
ー
、

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
『
開
情
偶
寄
』
所
収
の
戯
曲
論
は
、
そ
の
基
本
的
性
格
は

n
遊
戯
の
筆
μ

す
な
わ
ち
故
れ
文
な
の
で
あ
る
。
詞
曲

部
・
演
習
部
以
外
の
他
の
部
分
が
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
文
脈
上
に
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
う
い
う
戯
れ
文
を
弄
す
る
こ

と
が
で
き
る
人
物
は
、

し
ば
し
ば
人
並
す
ぐ
れ
た
鋭
い
感
覚
の
持
主
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
質
の
高
い
戯
れ
文
と
い
う
も
の
が

書
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
李
笠
翁
は
、
戯
曲
の
実
作
者
で
あ
り
か
つ
演
出
家
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
観
衆
の
反
応
に
対
し
て
は
格
別
鋭
敏
だ

っ
た
に
相
違
な
く
、
従
っ
て
ま
た
当
然
な
が
ら
、
彼
な
ら
で
は
の
す
ぐ
れ
た
見
識
見
解
が
、
確
か
に
そ
こ
に
は
混
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
彼
が
曲
者
の
戯
作
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
そ
こ
に
げ
戯
れ
μ

が
あ
る
の
を
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
D

例
え
ば
た
び
た

び
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
が
「
才
乏
し
く
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
ま
ま
謙
遜
だ
と
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
実
は
、
こ
う
い
う
時
こ
そ
ど
え
ら
い
自
慢
を
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
だ
。
同
じ
文
章
の
な
か
に
謙
遜
と
自
慢
が
同
居
し
・
よ
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じ
れ
合
っ
て
い
る
面
白
さ
、
そ
れ
を
彼
は
意
識
し
て
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
方
は
そ
こ
を
読
み
取
る
「
感
覚
」
の
持
主
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
謙
遜
と
自
慢
と
い
う
異
質
の
も
の
を
一
緒
く
た
に
し
て
み
せ
る
と
い
う
の
は
、
文
章
上
の
仕
掛
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
字

義
通
り
に
読
む
と
し
た
ら
、
そ
の
仕
掛
け
に
マ
ン
マ
と
は
ま
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
当
然
、
仕
掛
け
人
の
方
は
そ
う
い
う
朴
念
仁
が
ワ
ナ
に

は
ま
る
の
を
期
待
し
て
い
る
。
戯
れ
文
に
は
ま
た
そ
う
い
っ
た
底
意
地
の
悪
さ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
読
者
を
コ
ケ
に
し
て
遊

ぽ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
正
面
に
見
せ
ず
、
む
し
ろ
ア
ベ
コ
ベ
に
見
せ
て
お
い
て
落
す
の
だ
か
ら
、
そ
こ
を
し
っ
か
り
見
抜
い
て
い
る
人
か

ら
見
れ
ば
、
そ
の
ワ
ザ
は
ま
さ
に

H
絞
猫
μ

と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
手
に
は
ま
っ
た
の
で
は
、
李
笠
翁
の
文
章
を
「
読
ん
だ
」
と
は
言

え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
『
閉
情
偶
寄
』
の
な
か
の
戯
曲
論
を
取
り
あ
げ
て
、
笠
翁
の
文
章
の
戯
れ
文
た
る
性
格
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
。
本
書
中

の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

ま
た
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（

1
）
 

『
中
国

l
l社
会
と
文
化
』
第
二
号
、
一
九
八
七
年
六
月
。
こ
の
稿
は
、
李
漁
お
よ
び
『
開
情
偶
寄
』
（
そ
の
戯
曲
論
）
に
対
す
る
私
自
身
の
最
も

基
本
的
な
認
識
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
極
力
要
約
簡
略
化
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

『
二
松
』
第
二
集
、
一
九
八
八
年
三
月
。

『
童
文
研
究
』
第
五
十
四
号
、
一
九
八
九
年
三
月
。

こ
の
呼
称
は
一
九
二
五
年
曹
緊
仁
氏
校
訂
の
「
文
謹
叢
書
」
本
ハ
上
海
梁
渓
図
書
館
排
印
）
に
始
ま
り
、
単
行
本
と
し
て
は
、
中
国
戯
劇
出
版
社

よ
り
一
九
五
九
年
に
第
一
版
、
一
九
六
二
年
に
第
二
版
、
一
九
八

O
年
に
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
書
に
は
、
陣
多
氏
『
李
笠
翁
曲

話
』
（
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八

O
年
）
及
び
徐
寿
凱
氏
『
李
笠
翁
曲
話
注
釈
』
（
安
徽
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
が
あ
る
。

奥
野
信
太
郎
氏
は
『
随
筆
北
京
』
所
収
「
支
那
の
智
識
人
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
古
く
か
ら
支
那
で
は
史
論
と
政
治
論

（

2
）
 

ハ
3
〉

（

4
）
 

（

5
〉
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（

6
）
 

と
文
学
論
と
の
限
界
が
甚
だ
駿
昧
で
あ
る
。
（
中
略
）
穣
艶
甘
美
な
詩
駄
の
創
始
者
と
し
て
の
、
呑
査
集
の
作
者
韓
僅
に
、
雄
溜
壮
麗
の
集
と
し

て
の
韓
翰
林
集
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
一
見
奇
に
似
て
奇
で
は
な
い
。
満
身
こ
れ
戯
作
者
気
質
と
思
は
れ
る
李
笠
翁
に
、
堂
々
た
る
政
治
史
論
が

あ
っ
た
と
し
て
も
宅
も
不
思
議
は
無
い
わ
け
で
あ
る
凡
な
お
、
同
書
『
随
筆
北
京
』
は
本
年
（
一
九
九

O
年
）
九
月
、
平
九
社
の
東
洋
文
庫

m

に
覆
刻
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

詞
曲
部
と
演
習
部
の
二
部
に
限
っ
て
み
る
と
、
全
十
一
名
に
よ
る
三
十
二
の
批
文
が
あ
り
、
余
・
尤
の
両
人
が
各
八
ず
つ
で
最
も
多
い
。
（
ほ
か

に
「
琵
琶
記
尋
夫
改
本
」
に
与
え
た
尤
展
成
の
眉
批
十
一
、
「
明
珠
記
煎
茶
改
本
」
中
に
笠
翁
自
身
が
書
き
入
れ
た
も
の
一
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
こ
の
数
の
な
か
に
含
め
て
い
な
い
〉
。

つ
ま
り
「
子
中
状
元
三
載
、
而
家
人
不
知
。
身
賛
相
府
、
享
尽
栄
華
、
不
能
自
遺
一
僕
、
而
附
家
報
於
路
人
。
超
五
娘
千
里
尋
夫
、
隻
身
無
伴
、

未
審
果
能
全
節
典
否
、
其
誰
詮
之
」
と
言
う
。
青
木
正
児
氏
は
こ
れ
を
取
り
挙
げ
て
、
楊
恩
寿
も
ま
た
こ
の
説
に
雷
同
し
て
非
難
し
て
い
る
（
『
続

詞
余
叢
話
』
巻
二
）
と
す
る
が
、
一
然
れ
ど
も
是
皆
穿
撃
に
過
ぎ
て
劇
意
に
通
ぜ
ざ
る
の
説
、
取
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
以
下
要
を
得
た

反
駁
を
し
て
お
ら
れ
る
（
『
支
那
近
世
戯
曲
史
』
、
弘
文
堂
刊
・
一
二
五
頁
）
。
ま
こ
と
に
確
論
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

原
文
「
五
口
読
現
髪
之
曲
、
並
無
一
事
照
管
大
公
、
且
若
有
心
議
刺
者
、
接
五
娘
云
『
前
日
婆
婆
没
了
、
騎
大
公
周
済
。
如
今
公
公
又
死
、
無
銭
資

送
、
不
好
再
去
求
他
、
只
得
現
髪
』
云
々
、
若
是
則
男
髪
一
事
、
乃
自
願
為
之
、
非
時
勢
迫
之
使
然
也
。
奈
何
曲
中
云
『
非
奴
苦
要
孝
名
伝
、
只

為
上
山
打
虎
易
、
閉
口
告
人
難
』
。
此
二
語
雌
属
怪
言
、
人
人
可
道
、
独
不
宜
出
五
娘
之
口
。
彼
自
不
肯
告
人
、
何
以
言
其
難
也
。
観
此
二
語
、

不
似
封
怨
大
公
之
詞
乎
」
。

『
琵
琶
記
』
の
人
気
流
行
ぶ
り
は
他
を
圧
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
時
代
は
多
少
ず
れ
る
が
、
乾
隆
時
代
に
蘇
州
地
方
で
よ
く
上
演
さ
れ
て
い
た
折

子
肢
の
台
本
四
百
八
十
九
的
を
集
め
た
『
綴
白
袈
』
十
二
集
の
う
ち
、
四
百
三
十
帥
ま
で
が
見
曲
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
一
番

多
い
の
が
『
琵
琶
記
』
の
二
十
六
闘
で
、
第
二
位
の
『
還
魂
記
』
十
二
闘
を
大
き
く
ひ
き
離
し
て
い
る
。
ま
た
、
浜
一
衛
氏
に
よ
る
と
『
逼
雲
閣

曲
譜
』
（
同
治
九
年
、
一
八
七

O
年
刊
）
全
十
二
珊
の
う
ち
、
琵
琶
記
は
そ
の
三
冊
半
を
占
め
て
最
も
多
く
二
十
一
闘
を
収
め
、
と
り
わ
け
よ
く

上
演
さ
れ
た
の
は
こ
の
「
勇
髪
」
の
第
二
十
五
帥
を
含
む
十
二
闘
で
あ
っ
た
と
い
う
（
中
国
古
典
文
学
全
集
お
「
戯
曲
集
」
平
凡
社
、
解
説
）
。

阿
部
泰
記
氏
は
『
李
漁
の
反
俗
精
神
に
つ
い
て
』
（
『
東
方
学
』
日
、
一
九
七
七
年
）
の
な
か
で
こ
の
場
面
を
取
り
挙
げ
、
笠
翁
の
主
張
に
全
面
的

賛
意
を
表
し
、
「
従
来
『
琵
琶
記
』
は
、
そ
の
音
韻
の
不
和
、
字
句
の
矛
盾
な
ど
の
依
貼
は
翠
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
第
一
級
の
古
曲
と

L
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
李
漁
に
い
た
っ
て
、
た
ち
ま
ち
『
琵
琶
記
』
は
矛
盾
だ
ら
け
の
つ
ま
ら
な
い
作
品
と
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
す

く344)
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る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
本
文
中
の
べ
た
よ
う
に
笠
翁
が
こ
の
作
品
の
欠
点
を
指
指
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
タ
メ
に
せ
ん
が
た
め
の
イ
チ

ャ
モ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
九
る
。
し
か
も
笠
翁
は
「
密
針
線
」
に
お
い
て
『
中
秋
賞
月
』
一
段
を
取
り
挙
、
げ
て
、
そ
の
佳
さ
を

0

9

0

0

 

賞
め
設
え
「
此
其
針
線
之
最
密
者
、
照
不
出
珠
、
日
坊
並
挙
廿
一
ハ
略
」
と
も
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
ひ
ど
く
円
比
し
て
い
る
こ
と
と
「
矛
白
だ
ら

け
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
賞
め
よ
う
が
隠
そ
う
が
筆
先
ひ
と
つ
で
い
か
よ
う
に
で
も
言
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
矛
盾
だ
ら
け
の
つ
ま
ら
な
い
作
品
と
化
し
た
」
と
は
甚
だ
型
解
し
が
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
青
木
正
児
氏
が
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
「
即
ち
無
双
が
長
楽
択
に
宿
せ
し
場
に
官
女
の
前
に
出
づ
る
茶
童
と
し
て
下
男
塞
鴻
を

用
ひ
た
る
を
不
自
然
と
し
、
此
の
事
は
宜
し
く
侍
女
採
頭
に
為
さ
し
む
べ
し
と
て
、
比
一
間
の
改
作
を
試
み
た
り
。
珂
市
同
日
比
此
事
作
者
は
た
だ

小
説
の
原
文
に
従
ひ
た
る
に
て
深
く
考
へ
ざ
り
し
も
の
斗
如
し
と
躍
も
、
十
九
十

J

泊
い
が
改
本
の
起
向
は
回
り
妙
案
な
り
ー
」
（
同
氏
注
（
7
）
引
用
書
、

二
六
五
・
二
六
六
頁
）
。
た
し
か
に
趣
向
は
妙
案
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
か
よ
う
に
見
た
と
こ
ろ
で
さ
ほ
ど
重
大
な
る
改

変
と
は
到
底
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
ほ
ん
の
小
手
先
の
改
変
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
を
、
「
此
等
破
綻
、
婦
人
小
児
皆
能
指
出
、
市
作
者

絶
不
経
心
、
観
者
亦
賠
其
疏
漏
。
然
明
限
人
週
之
、
未
嘗
不
旺
然
一
笑
、
而
作
無
是
公
若
者
也
」
と
、
さ
も
ご
大
層
大
ゲ
サ
に
ま
く
し
立
て
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
可
笑
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
。

一
笠
翁
詩
集
』
巻
七
に
「
端
陽
前
五
日
、
尤
良
成
・
余
指
心
・
宋
潜
仙
諸
子
、
集
姑
蘇
寓
中
、
観
小
髪
演
劇
、
潜
心
首
唱
八
絶
、
依
韻
和
之
」
と

題
す
る
七
言
絶
句
が
あ
る
。
注
（
2
）
の
伊
藤
氏
論
文
に
も
こ
の
詩
題
の
指
摘
が
あ
る
。

原
文
「
此
則
千
古
詞
人
未
窮
其
秘
、
子
以
探
味
覚
昧
之
昔
、
入
万
丈
深
田
者
既
久
而
後
得
之
、
以
告
同
心
。
雌
示
無
私
、
然
未
免
可
惜
」
。
な
お

附
言
す
れ
ば
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
上
戸
の
文
字
を
多
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
「
慎
用
上
声
」
の
項
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
こ
う
む
一
口
う
｜

｜
「
非
笠
翁
為
千
古
痴
人
、
不
分
一
一
宅
人
我
、
不
臼
一
点
法
持
者
、
玖
肯
尽
出
家
私
底
砲
、
以
博
快
慨
好
義
之
虚
名
乎
」
。
こ
れ
ま
た
円
笠
翁
節
川

で
あ
る
。

原
文
「
予
搬
桝
識
字
、
総
角
成
篇
、
於
詩
書
六
芸
之
文
雌
未
精
窮
其
義
、
然
皆
浅
渉
一
過
。
総
諸
体
百
家
而
論
之
、
党
文
字
之
難
、
未
有
過
於
填

詞
者
。
予
童
市
習
之
、
於
今
老
突
。
尚
未
窺
見
一
斑
。
抵
以
管
窺
蛇
見
之
誠
、
謬
語
同
心
、
虚
赤
峨
於
詞
壇
、
以
待
純
一
栄
作
者
」
。

青
木
正
児
氏
注
（
7
）
同
書
二
六
八
頁
、
ま
た
限
多
氏
注
（
4
）
同
書
五
五
頁
J
五
七
一
貝
参
照
。

そ
の
際
立
っ
た
数
例
を
挙
げ
て
み
る
。
「
使
読
書
作
古
之
人
取
『
西
町
』
南
本
一
閲
、
句
櫛
字
比
、
未
有
不
廃
巻
掩
鼻
而
怪
械
気
芸
人
者
也
」
。

「
使
王
実
甫
後
生
、
君
演
此
劇
、
非
狂
叫
怒
毘
、
宗
改
本
而
付
之
祝
融
、
即
痛
央
流
湖
、
対
原
本
而
悲
其
不
幸
失
L

。
「
市
本
則
聾
替
一
暗
唖
駄
背
折
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隈
諸
悪
状
、
無
一
不
備
於
身
失
」
。

原
文
「
使
泊
五
娘
拍
容
之
後
、
果
然
身
背
琵
琶
往
別
張
大
公
、
持
出
北
問
哀
戸
一
大
空
、
山
川
観
者
聴
者
泊
目
横
流
、
主
非
琵
琶
記
中
一
大
腸
事
、

こ
れ
は
す
な
わ
ち
後
に
附
載
す
る
「
「
琵
琶
記
・
尋
夫
』
改
本
」
一
段
の
自
己
立
伝
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
文
「
使
王
実
甫
作
琵
琶
、
五
日
知
与
千
故
後
之
十
字
笠
翁
必
有
同
心
会
。
予
臨
乏
才
、
亦
不
敢
不
ぎ
斯
任
。
向
填
一
折
付
侵
入
、
補
則
誠
原
本
之
不

透
、
弦
巳
附
入
四
巻
之
末
、
尚
思
拡
為
金
一
本
、
以
侃
詞
人
採
拝
。
如
其
可
用
、
百
為
絃
索
新
戸
、
若
是
則
『
南
西
町
』
『
北
琵
琶
』
二
書
可
以
並

行
、
出
不
改
望
追
限
前
官
、
並

mu時
氏
、
但
能
保
与
白
手
所
填
諸
曲
、
如
己
任
行
世
之
前
後
人
種
及
己
填
未
刻
之
内
外
人
種
、
合
而
較
之
、
必
有

浅
深
疎
密
之
分
笑
。
然
著
此
二
書
、
必
須
杜
門
県
月
、
府
恐
飢
来
店
人
、
勢
不
自
我
、
安
得
雨
政
雨
粟
之
天
、
為
数
十
口
家
人
主
生
計
乎
。
傷
哉

貧
也
L

。
な
お
、
文
中
に
言
う
「
己
恒
行
世
之
前
後
八
種
及
巳
填
未
刻
之
内
外
人
種
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
往
々
議
論
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

い
ま
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
た
だ
笠
翁
自
身
「
予
作
伝
奇
数
十
種
（
劫
句
賠
好
）
」
「
填
過
数
十
程
新
詞
（
授
山
第
三
一
）
」
「
所
伝
十
種
（
詞
別
繁
刊
に
な

ど
言
い
方
、
が
一
様
で
は
な
い
。

公
孫
丑
上
結
の
有
名
な
一
一
一
口
実
「
白
反
而
不
摘
、
脱
褐
寛
博
、
主
口
不
出
官
。
白
反
而
縮
、
雌
千
万
人
、
吾
往
左
〈
」
を
路
ま
え
る
。
持
活
こ
の
前
半
は

な

お

討

を

あ

ら

向

。

「
自
ら
反
し
て
縮
か
ら
ず
ん
ば
、
相
究
臨
と
臨
も
、
五
日
陥
れ
ざ
ら
ん
や
（
自
ら
反
省
し
て
み
て
正
し
く
な
け
れ
ば
、
粗
布
を
身
に
ま
と
っ
た
段
者

。

に
対
し
て
も
、
恐
れ
ず
に
い
ら
れ
ょ
う
か
と
と
解
釈
さ
れ
、
従
っ
て
注
（
4
）
の
注
利
害
二
加
と
も
に
「
自
反
而
不
絹
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
だ

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
ず
第
一
に
、
肯
定
か
否
定
か
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
こ
と
ば
を
笠
翁
が
間
違
う
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
は
、

自
ら
貧
土
で
あ
る
こ
と
を
平
生
売
り
物
に
も
し
て
い
る
笠
翁
が
、
殊
更
ひ
ね
っ
て
否
定
詞
「
不
」
を
省
き
（
そ
う
す
る
と
対
に
な
っ
て
い
る
後
半

の
第
一
句
と
す
げ
替
え
た
こ
と
に
も
な
る
〉
句
末
の
「
鷲
」
を
反
誌
で
は
な
く
断
定
の
語
気
助
詞
と
し
て
用
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

あ
ウ
山
の

な
わ
ち
、
自
ら
省
み
て
正
し
け
れ
ば
、
践
者
の
若
る
粗
布
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、
私
は
恐
れ
た
り
は
し
な
い
（
相
手
が
千
万
人
で
あ
ろ

う
と
も
、
っ
き
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
〉
と
、
わ
が
身
の
こ
と
に
引
掛
け
て
戯
れ
て
み
た
わ
け
で
、
読
者
の
文
人
た
ち
は
そ
う
し
た
彼
の
底
意
手
の

内
を
読
み
取
っ
て
、
面
白
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

原
文
「
予
作
伝
奇
数
十
種
、
所
謂
『
コ
一
折
肱
為
良
医
』
、
此
折
肱
語
也
。
因
覚
知
音
、
尽
傾
肝
踊
。
孔
子
云
『
益
者
三
友
、
友
直
、
友
諒
、
有
多

問
。
』
多
問
、
吾
不
敢
店
、
詰
白
呼
為
直
諒
」
。

『
李
笠
翁
一
家
言
全
集
』
巻
八
は
伎
の
詞
集
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
序
」
の
な
か
で
「
坊
人
又
謂
：
：
：
子
為
当
今
抑
七
」
と
述
べ
て
お
り
、
同
九
］

に
は
「
春
風
弔
柳
七
」
と
題
す
る
詞
が
あ
り
「
此
題
絶
佳
、
詞
中
未
有
、
願
海
内
同
人
和
之
」
と
注
す
る
。
彼
自
身
た
い
へ
ん
得
意
が
っ
て
み
せ

(342〕
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て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
ま
た
「
賀
友
人
並
納
双
姫
」
と
題
す
る
艶
詞
に
対
し
て
は
余
潜
心
が
「
芯
熱
風
流
、
措
提
柳
七
何
如
」
と
い
う

批
文
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
語
は
「
居
室
部
・
房
舎
第
一
」
の
最
終
部
分
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
と
同
じ
よ
う
に
卑
下
と
散
慢
の
意
気
を
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
凡
予
所
言
、
皆
属
償
保
工
省
之
事
、
即
有
所
費
、
亦
不
及
離
鍍
粉
藻
之
百
一
。
且
古
云
、
耕
嘗
問
奴
、
織
蛍
訪
蝉
』
。
予
貧
士
也
、
僅

識
寒
酸
之
事
。
欲
示
富
貴
、
而
以
椅
麗
勝
人
、
則
有
従
前
之
旧
制
在
」
。

伊
藤
撤
平
氏
に
は
、
笠
翁
の
こ
う
し
た
「
卑
下
慢
」
の
気
分
が
全
く
お
解
り
に
な
ら
な
い
ら
し
い
。
同
氏
注
（
2
）
論
文
二
三
五
J
二
三
七
頁
。

伊
藤
激
平
氏
は
、
注
（
2
〉
論
文
二
五

C
頁
に
こ
の
批
文
を
（
ど
う
い
う
本
文
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
な
く
）
引

用
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
H

掛
け
声
υ

と
し
て
は
受
け
取
っ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
お
〉

（別）

(341) -100ー


