
※
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
．
「
丙
寅
初
懐
紙
」
　
を
お
見
せ
下
さ
っ
た
上

に
、
・
影
等
の
串
空
相
や
ど
教
示
計
い
た
ゞ
い
た
京
都
大
学
野
間
光
辰
教
授

に
深
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

．
※
本
稿
で
は
、
l
も
っ
と
菊
舎
主
人
と
池
魚
．
の
災
の
関
係
や
京
都
の
雫
韓
と
そ

の
出
版
情
勢
な
ど
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
、
初
懐
紙
本
の
特
異
性
を
追
求
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
．
力
お
よ
ば
ず
後
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
ま
ず
い
原
稿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
は
ず
か
し
く
思
っ
て
い
ま

す
。
大
方
の
ど
批
判
と
ご
指
導
を
．
伏
し
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
昭
和
主
十
六
年
四
月
二
十
二
日
）

－
　
大
阪
学
芸
大
学
池
田
分
校
助
教
授
1
1

＼

芭
　
蕉
▼
切
　
修
　
甲
意
．
識

－

・

「

ふ

く

の

ぼ

そ

道

」

　

を

中

心

に

ー

1

清
濁
や
狼
に
ち
り
な
き
夏
の
月

「
去
来
抄
」
に
は
、
芭
蕉
の
右
の
句
に
つ
い
て
、
「
先
師
難
波
の
病
床
に
予
一

を
召
て
日
、
頃
日
園
女
が
方
に
く
、
し
ら
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
と
作

す
。
過
し
比
ノ
句
に
似
た
れ
．
ハ
、
清
瀧
の
句
を
．
案
じ
か
え
た
り
。
初
の
草
稿
野

由
が
か
た
に
看
べ
し
。
聴
く
や
ぶ
る
べ
、
L
と
也
。
然
ど
も
は
や
集
7
、
に
も
れ

．
田
侍
れ
ば
、
す
つ
る
に
茨
は
ず
。
名
人
の
句
に
心
を
用
ひ
給
ふ
串
目
し
ら
る
ペ

し
。
」
．
（
頴
原
退
蔵
校
訂
「
去
来
抄
二
二
冊
子
・
1
放
寝
諭
し
＜
岩
波
文
屁
V
、

〓
ニ
・
へ
）
と
伝
ゑ
て
い
る
旬
ま
た
、
士
芳
の
「
三
冊
子
」
・
虹
は
」
「
滞
瀧
や
浪

に
ち
り
込
青
松
環
一
と
掲
げ
て
、
・
「
比
は
℃
め
ほ
、
大
井
川
浪
に
ち
り
な
し
頁

の
月
、
と
看
。
．
そ
の
女
が
方
に
て
の
、
．
白
菊
の
ち
り
、
に
ま
ざ
ら
は
し
と
て
、

な
し
か
へ
ら
れ
侍
る
也
。
」
（
計
上
書
、
二
九
・
へ
）
．
と
だ
け
述
べ
て
い
る
が
、

去
来
の
「
櫨
寝
論
」
に
は
、
こ
の
両
書
よ
り
も
を
ら
に
く
わ
し
く
、
「
滞
瀧
や

狼
に
ち
れ
な
き
夏
の
月
　
先
師
、
此
句
は
清
た
き
の
初
の
吟
也
。
先
師
易
貸
し
給

ふ
掴
、
我
を
呼
て
日
、
牝
此
園
女
か
た
に
て
　
白
菊
の
目
に
立
て
見
る
ち
り
も
な

し
　
と
云
句
を
作
す
れ
ば
、
清
た
き
の
句
を
吟
じ
か
へ
た
り
。
忘
れ
ず
書
上
ゞ

め
．
、
野
明
が
方
に
残
し
琶
草
稿
を
破
捨
べ
し
と
く
、
清
瀧
や
波
に
ち
り
込
青
桧

某
　
先
師
の
句
を
か
た
り
治
ふ
。
－
是
等
は
あ
な
が
ち
忘
る
べ
．
き
程
の
事
は
侍
ら

ね
共
、
名
人
の
心
を
用
稔
ふ
事
見
る
べ
し
。
零
れ
は
波
に
ち
り
な
き
の
句
は
、
外

J

、

tosho-seibi-repo
長方形



l
′

に
さ
た
す
べ
き
句
に
も
侍
ら
ぬ
を
・
先
師
の
句
受
い
へ
ば
、
門
人
あ
ら
そ
び
出

し
て
集
ま
に
兄
へ
侍
る
。
誠
に
先
師
の
本
意
を
破
る
も
あ
さ
ま
し
。
」
（
同
上

容
、
一
七
八
．
へ
）
と
田
て
い
る
。
（
な
お
、
こ
の
挿
話
は
、
．
安
考
の
′
「
笈
日

記
」
そ
の
他
に
も
見
え
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
小
異
が
あ
る
が
．
、
今
は
省
略
す

る
．。
）

さ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
芭
蕉
は
、

ノ
○
清
瀧
や
浪
に
朝
刊
瑚
剖
夏
の
月

○
白
菊
の
目
に
立
て
て
見
る
ち
り
も
な
し

こ
れ
ら
両
句
の
う
ち
、
「
ち
り
な
き
」
　
「
ち
り
も
な
し
」
と
い
う
類
似
し
た

表
現
を
、
「
ま
ざ
ら
は
し
」
く
感
じ
、
二
者
択
一
の
結
果
、
「
清
瀧
や
波
に
散

り
込
む
青
枚
菜
」
と
推
考
し
て
、
両
句
を
車
掌
に
生
か
し
て
お
り
、
そ
の
き
び

し
く
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
に
、
去
来
が
感
じ
入
っ
て
い
る
。
芭
蕉
に
し
て
み

れ
ば
、
「
漁
に
ち
り
な
き
」
は
、
一
応
新
鮮
な
表
現
と
し
て
愛
着
を
感
じ
て
い

た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
園
女
に
与
え
た
句
と
l
対
照
さ
せ
る
と
き
、
や
は
り

そ
の
ま
ま
に
両
者
を
並
存
さ
せ
る
こ
と
は
、
気
が
か
り
で
で
き
な
く
な
っ
た
ら

し
い
。
な
ぜ
そ
j
な
【
た
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
園
女
へ
の
儀
礼
的
顧
慮
の

た
め
、
前
者
を
改
作
し
た
と
も
と
ら
れ
、
ま
た
、
蕉
門
で
よ
く
言
わ
れ
た
「
等

類
」
回
避
の
た
め
と
も
考
え
ら
れ
て
l
　
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
志
正
義
秀
著
「
芭

蕉
俳
句
の
解
釈
と
鑑
望
」
、
一
九
二
～
一
九
八
．
へ
）

し
か
し
、
た
ま
た
ま
園
女
へ
の
顧
居
の
み
の
た
め
に
、
そ
う
な
．
つ
の
た
で
も

な
け
れ
ば
、
、
ま
た
た
ん
に
形
式
的
等
類
化
を
避
け
る
た
め
に
の
み
、
そ
う
し
た

と
い
う
の
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
、
両
者
を
か
ね
て
、
芭
蕉
の
き
び
し
い
修
辞

意
識
が
異
常
な
緊
張
感
を
も
っ
て
流
れ
て
い
る
こ
と
を
、
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
l

こ
の
挿
話
は
、
・
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
・
「
旋
囁
．

∴
「

論
」
に
は
、
越
人
の

月
雪
や
、
鉢
た
1
く
名
は
瀕
之
壷

と
い
う
句
に
つ
い
て
、
「
此
句
さ
る
み
の
集
の
草
稿
に
撰
入
侍
り
げ
る
を
、
い

た
み
の
集
に
、
嘲
平
と
は
し
れ
ど
哀
れ
や
鉢
打
と
云
句
を
見
あ
た
り
て
、
入
集

い
も
ゞ
侍
ら
ん
と
窺
ひ
け
る
に
、
先
師
い
は
く
、
其
心
ざ
す
所
香
り
有
1
然
共

句
に
お
い
て
ま
ざ
ら
は
七
、
遠
慮
看
べ
L
と
下
知
し
給
へ
り
。
」
〇
別
掲
書
、

一
七
九
べ
）
と
述
べ
て
お
、
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
、
芭
蕉
が
形
式
的
等
類

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
上
に
、
句
全
体
の
感
じ
や
語
感
に
お
け
る
「
ま
ざ

ら
ほ
し
さ
」
を
、
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
疑
似
表
現
や
同
一
表
現

か
ら
生
じ
て
く
る
「
ま
ざ
ら
ほ
し
さ
」
や
平
板
化
を
避
け
る
た
め
に
、
芭
蕉
の

言
語
感
覚
は
、
高
度
に
緊
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
あ
る
角
度
か
ら
は

徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
芭
蕉
l
修
辞
意

識
を
、
「
お
く
の
は
そ
這
」
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

二
一

「
お
て
の
は
そ
遺
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
修
辞
上
の
対
比
例
が
兄
い
だ

さ
れ
る
。A

B
、

1
0
笈
に
義
経
勅
封
刀
糟
屋
が
矧
を
と
ゞ
め
て
什
物
と
す
、

B
A

O
笈

l
も
対
刀
も
五
月
に
か
ざ
れ
昏
轍
（
杉
浦
正
一
郎
校
註
「
お
く
の
ほ
そ

超
」
∧
岩
波
文
昆
∨
二
二
l
二
二
べ
）

1
2
0
胎
を
か
。
て
桧
嶋
に
わ
た
る
。
其
問
二
塁
蝕
、
雄
嶋
成
因
に
つ
く
。
（

同
上
、
三
〇
．
へ
）

〔
確
鴫
到
磯
は
地
つ
ゞ
き
て
海
に
出
た
る
嶋
也
。
（
同
上
二
三
べ
）

（
実
）
1

3
0
此
所
太
田
の
神
社
に
詣
。
真
盛
が
甲
・
錦
叫
切
あ
り
。
．
（
同
上
、
四
八
．
へ
）

－28－



4
0
む
か
し
物
が
た
り
に
こ
そ
か
ゝ
る
風
何
は
侍
れ
と
、
や
が
て
尋
も
ひ

て
、
そ
の
家
に
二
夜
と
ま
り
て
、
名
月
は
つ
る
が
の
み
な
と
に
と
た
び

立
。
（
同
上
、
五
三
～
五
四
べ
）

○
鴬
の
閑
を
過
て
湯
屋
峠
を
越
れ
ば
、
燵
が
城
、
か
へ
る
や
ま
に
初
鴫
を

聞
く
、
十
四
日
の
夕
ぐ
れ
つ
る
が
の
脚
に
宿
を
も
と
む
。
．
（
同
上
、
五

四
．
へ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

○
露
通
も
此
み
膏
ま
で
田
む
か
ひ
て
、
み
の
1
国
へ
と
伴
ふ
。
（
同

上
、
五
六
．
へ
）

－
5
－
0
山
を
萱
り
坂
を
下
を
に
、
秋
の
日
既
こ
、
斜
に
な
れ
ば
、
名
あ
る
処
々

．
見
残
し
て
、
一
先
後
醍
潮
静
の
御
陵
を
拝
む
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「

芭
蕉
文
倭
ご
所
収
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
、
四
〇
．
へ
）

○
型
式
剋
矧
の
御
時
に
当
れ
り
。
（
「
ほ
そ
道
」
前
掲
、
二
七
．
へ
）

○
あ
る
じ
に
酒
す
1
め
ら
れ
て
、
け
い
の
明
神
に
夜
参
す
。
仲
哀
詞
功
の

御
厨
也
。
（
同
上
、
五
四
ペ
）
　
。

6
0
遥
々
の
お
も
ひ
胞
を
い
た
ま
し
め
て
、
加
到
叫
劇
ま
で
白
北
里
と
聞

く
、
（
同
上
、
四
四
．
ニ

ー
○
（
前
略
）
蟹
の
苫
ふ
き
か
す
か
な
れ
ば
芦
の
一
夜
の
宿
か
す
も
の
あ
る

×

ま
じ
」
と
い
ひ
を
ど
さ
れ
て
、
別
l
叫
叫
園
に
入
。
（
同
上
八
四
七
．
へ
）

°

○
卯
の
花
山
・
く
り
か
ら
が
谷
を
こ
え
て
、
薗
沢
は
七
月
中
の
五
日
也
。

（
同
上
、
四
七
．
へ
）

（
寺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

○
大
聖
符
の
城
外
、
全
昌
寺
と
い
ふ
寺
に
と
ま
る
。
猶
剰
矧
叫
矧
也
。
（

同
上
、
五
一
ペ
）

㌢
○
石
の
蓮
台
・
獅
子
の
座
な
ど
は
、
蓬
・
語
の
上
に
堆
ク
、
双
林
の
枯
た

○
む
か
し
よ
り
よ
み
正
る
事
故
、
お
は
く
言
伝
ふ
と
い
ヘ
ビ
・
・
“
、
亡
い
い
H

流
て
道
あ
ら
た
ま
り
、
石
は
填
て
土
に
か
く
れ
、
・
木
は
老
て
若
木
に
か

は
れ
ば
、
時
移
り
代
変
じ
て
、
其
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
串
の
み
を
、
生
に

至
り
て
疑
な
き
千
歳
の
記
念
、
今
抽
前
咄
古
人
の
心
を
関
す
。
（
前
掲

「
ほ
そ
道
」
、
二
七
．
へ
）

〇
五
百
年
来
の
悌
、
今
昌
う
か
び
て
そ
ゞ
ろ
に
珍
し
。
（
同
上
、

二
九
べ
）

（実）

○
真
盛
討
死
の
後
、
木
曾
義
仲
願
状
に
そ
へ
て
此
社
に
こ
め
ら
れ
侍
る
よ

し
、
樋
口
の
次
郎
が
侵
せ
L
等
共
、

（
同
上
、
四
八
．
へ
）
．

ま
の
あ
た
り

へ
起
）

緑
紀
に
み
・
ズ
た
り
。

る
跡
も
、
ま
の
あ
た
り
に
こ
そ
覚
え
ら
れ
け
れ
。
．
（
日
本
古
典
文
学
大

系
「
芭
蕪
文
億
こ
酪
収
、
「
笈
の
小
文
」
、
五
六
・
へ
）

8
0
矧
矧
神
さ
び
て
、
校
の
木
の
問
に
月
の
も
り
入
た
る
、
封
盟
、
の
白
砂

霜
を
放
る
が
ど
と
し
。
往
昔
、
遊
行
二
世
の
上
人
大
願
発
起
の
事
あ
り

て
、
み
づ
か
ら
茸
を
刈
ハ
土
石
を
荷
ひ
泥
棒
を
か
は
か
せ
て
参
詣
往
来

の
煩
な
し
。
古
例
今
に
た
え
ず
、
矧
紺
に
真
砂
を
荷
ひ
給
ふ
。
　
（
同

上
、
五
四
1
玉
．
玉
．
へ
）

9
0
到
矧
封
直
す
ゝ
め
ら
れ
て
、
け
い
の
明
神
に
夜
参
す
。
（
同
上
、
五

四
べ
）

○
古
例
今
に
た
え
ず
、
神
前
に
真
砂
を
荷
ひ
給
ふ
。
「
こ
れ
を
遊
行
の
抄

．
狩
と
申
侍
る
」
と
翻
刻
の
か
た
り
け
る
。
（
同
上
、
五
五
ペ
）

〇
十
五
異
国
封
の
詞
に
た
が
は
ず
雨
降
。
（
同
上
、
五
五
べ
）

1
0
0
か
ゝ
る
所
の
穐
な
り
け
り
と
か
や
。
此
浦
の
実
は
秋
を
む
ね
と
す
る
な

A
B

る
ぺ
し
。
剖
な
l
u
剖
1
剖
叫
u
さ
い
は
心
か
た
な
く
、
秋
な
カ
せ
ば
㍉

一
さ
ゝ
か
心
の
は
し
を
も
い
ひ
出
べ
き
物
を
と
恩
ふ
ぞ
、
我
心
匠
の
拙
な

き
を
し
ら
鉛
に
似
た
り
。
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
「
芭
蕉
文
集
」
所
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・
．
収
、
「
笈
の
小
文
」
、
六
四
・
へ
）
・

．

〇
江
の
縦
横
一
旦
は
か
り
、
悌
松
嶋
に
か
よ
ひ
て
又
異
な
り
。
松
嶋
は
笑

B
A

ふ
が
如
十
象
潟
は
う
ら
む
が
ど
と
し
。
－
．
笥
に
顎
を
く
は
え

て
、
地
勢
魂
を
な
や
ま
す
に
似
た
り
。
　
〇
別
掲
「
ほ
そ
道
」
、
四
三

．
へ
）
．

〇
行
7
1
て
た
ふ
れ
伏
と
も
萩
の
原
と
容
置
た
り
。
行
も
の
1
魂
u
副
、

残
る
も
の
ゝ
引
引
聖
去
義
の
わ
か
れ
て
雲
に
ま
よ
ふ
が
ど
と
し
。
．
（

同
上
、
五
〇
．
へ
・
）

1
1
0
其
無
能
利
才
を
盛
る
串
は
、
ふ
た
1
び
南
花
の
心
を
見
よ
と
な
り
。
（

・
．
言
本
古
典
文
学
大
系
「
芭
蕉
文
集
」
所
収
、
「
蓑
虫
説
政
」
∧
萱
四

年
の
作
と
稚
定
∨
、
一
四
七
．
へ
）

〇
〇
別
路
）
た
ど
り
な
き
風
雲
に
身
を
号
糀
倍
旧
濱
し
て
、
瀾

く
生
渉
の
は
か
り
事
と
さ
へ
な
れ
ば
、
終
に
無
能
矧
才
に
し
て
此
一
筋

に
つ
な
が
る
。
（
同
上
所
収
、
「
幻
住
庵
記
」
∧
元
堕
二
年
人
月
作
∨

一
八
六
べ
）
　
（
「
幻
在
席
7
賦
」
　
「
幻
住
魔
記
」
の
異
文
も
、
「
無
能

無
才
」
と
な
っ
て
い
な
．
）

※

1
2
0
あ
ら
物
ぐ
さ
の
翁
や
。
（
冒
頭
文
）

・
・
あ
ら
物
ぐ
る
お
し
の
翁
や
。

（
終
末
文
）
　
（
中
に
、
三
つ
の
文
を
は
さ
ん
で
い
る
。
）
　
（
同
上
所

収
、
．
「
閑
居
の
哉
」
、
一
四
三
ペ
）
．
（
た
だ
し
、
風
徳
の
▼
「
芭
蕪
文

責
」
に
※
が
「
物
ぐ
さ
の
翁
」
一
と
な
っ
て
い
る
よ
し
、
大
系
頭
注
に
よ

る
り
）

一

A

B

一

1
3
0
つ
ら
7
1
み
れ
ば
離
随
の
た
て
み
有
に
に
た
空
文
劉
訓
苛
朝
あ
り
。

（
同
上
所
収
〕
芸
良
説
放
」
∧
兵
事
四
年
の
作
と
推
定
∨
一
四
七
・
へ
）

0
英
日
は
雨
降
へ
屈
よ
り
晴
て
、
そ
こ
に
漁
有
、
か
し
こ
に
何
と
云
川
流

．
B
 
A

れ
た
り
な
ど
い
ふ
串
、
た
れ
，
～
か
い
ふ
べ
く
覚
侍
れ
ど
も
、
黄
奄
蘇
新

の
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
ば
云
事
な
か
れ
。
（
同
上
所
収
、
「
笈
の
小
文
」

五
三
。
へ
）
．

A

 

B

1
4
0
こ
ゝ
ろ
は
高
き
に
遊
ん
で
、
・
身
は
刻
魂
矧
魂
の
交
を
な
し
、
白
銅
を
荷

て
、
淵
閑
が
園
に
わ
け
入
、
牛
を
密
で
は
箕
山
の
隠
士
を
伴
ふ
。
（
同

上
所
収
、
・
「
竹
の
奥
」
∧
貞
享
元
年
の
作
V
、
〓
ニ
七
べ
）

〇
十
二
日
、
平
和
泉
と
心
ざ
し
、
あ
わ
は
の
校
・
緒
だ
え
の
橋
な
ど
聞
伝

A

 

B

．
て
、
人
跡
稀
に
縄
党
名
英
の
往
か
ふ
這
そ
こ
と
も
わ
か
ず
、
終
に
路
ふ

み
た
が
え
て
石
初
巻
と
い
ふ
漠
に
田
。
（
前
掲
「
ほ
そ
追
」
、
三
二

・

一

・

）

1
5
0
熱
田
に
詣
ダ
。
故
国
大
イ
ニ
破
れ
、
築
地
は
た
ふ
れ
て
宰
相
に
か
く

A

 

B

る
。
判
り
q
灯
紙
を
は
り
て
小
社
の
跡
を
し
る
し
、
薗
灯
石
を
す
え
て

其
神
と
名
の
ろ
。
、
．
よ
も
ぎ
・
し
の
ぶ
心
の
ま
ゝ
に
生
た
る
ぞ
、
な
か

く
に
目
出
度
よ
り
も
心
と
ま
り
け
る
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
芭

蕉
文
負
」
所
収
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
、
四
一
．
へ
）
　
（
た
だ
し
、
菊
木

本
で
は
、
A
B
が
入
れ
か
あ
っ
て
い
る
。
）

厄

1

．

　

　

　

　

　

1

　

A

O
生
に
わ
ら
ぢ
を
と
き
、
別
．
u
d
に
杖
を
す
て
ゝ
、
舐
寝
な
が
カ
に
年
の

暮
け
れ
ば
、
．
（
同
上
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
、
．
四
一
・
．
へ
）
　
′

B

 

A

O
濯
仏
の
日
は
奈
良
に
て
卦
か
l
u
d
詣
侍
る
に
鹿
の
子
を
崖
を
見
て
、
此

日
に
お
ゐ
て
お
か
し
け
れ
は
、
（
同
上
、
「
笈
の
小
文
」
、
六
一
．
へ
）
．

以
上
の
用
例
（
1
～
1
5
）
に
お
い
て
、
傍
線
を
施
し
た
語
を
相
互
に
見
比
べ

て
み
れ
ば
、
芭
蕉
が
一
語
一
句
の
措
辞
に
も
、
い
か
に
こ
セ
か
く
心
く
ぼ
カ
を

し
て
い
七
か
を
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
措
辞
彫
藷
の
精
密
さ
、
鋭
さ
、
・
周
到
さ

－30－



は
、
ま
た
仁
の
発
句
・
迂
句
に
お
け
る
句
作
上
の
一
手
心
と
二
つ
で
は
た
い
。

芭
蕉
は
、
同
l

一
語
や
類
似
し
た
言
い
か
た
の
、
平
板
無
味
な
反
復
や
属
加
を

避
け
つ
つ
、
で
き
る
だ
け
効
果
深
く
、
変
化
あ
ら
し
め
、
し
か
も
安
定
感
を
え

た
表
現
を
企
図
し
て
い
た
よ
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
を
、
無
味
平
板
な
重
復
を
避

け
よ
う
と
す
る
原
則
を
つ
ら
ね
こ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
文
表
現
の
実
感
を
不

自
然
に
傷
つ
け
た
り
、
無
理
な
形
に
歪
め
た
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、

い
つ
の
は
あ
い
も
、
聴
明
に
避
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
掲
の
円
例
を
こ
ま
か

く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
肯
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

A
B
B
A

用
例
1
4
の
「
劉
矧
矧
剋
」
－
1
「
矧
剋
矧
魂
」
に
し
て
も
、
単
純
な
鼓
巧
上

の
入
れ
か
え
で
は
な
く
、
前
者
に
は
、
「
雉
兎
」
よ
り
も
「
名
菓
」
の
ほ
う

に
、
「
身
」
に
緊
密
な
関
澤
が
あ
り
、
径
者
に
は
「
人
跡
稀
に
」
と
い
う
点
か

ら
も
、
「
窮
英
」
よ
り
も
「
雉
兎
」
を
前
置
す
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
点
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
A
・
B
」
、
「
B
∴
A
L
＼
の
順
を
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

．
る
。
ま
た
、
両
者
の
文
中
に
お
骨
る
音
声
用
か
ら
も
、
こ
の
配
置
に
よ
る
の
が

し
ぜ
ん
．
に
文
韻
律
を
生
か
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
芭
蕉
の
緊
張
し
た
修
辞
意

識
が
感
知
さ
れ
る
。

ま
た
、
用
例
2
の
「
雄
嶋
d
磯
」
と
「
雄
嶋
が
戯
」
に
し
て
も
、
き
わ
め
て

、
薇
妙
な
点
で
、
「
の
」
と
「
が
」
と
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
誓

l
写
の
際
、
「
の
し
「
】
の
」
と
を
、
撃
の
す
べ
り
か
ら
習
き
わ
け
た
と
も
、
一
応

は
考
え
ら
れ
る
が
（
「
三
冊
子
」
に
、
「
能
容
の
物
か
け
る
に
は
、
歌
の
詞
、

手
爾
葉
な
ど
違
ふ
事
あ
り
。
ふ
し
ぎ
に
思
ふ
べ
か
ら
す
。
か
な
ゝ
ど
の
つ
ゞ

き
、
時
の
拍
子
、
又
容
ざ
ま
見
ぐ
る
し
き
所
へ
誓
達
へ
た
る
等
多
L
と
也
。
」

（
頴
尿
退
蔵
校
訂
「
去
来
抄
∵
≡
冊
子
・
披
寝
諭
し
∧
岩
波
文
庫
V
、
一
四
三

べ
）
と
も
あ
る
が
）
、
く
り
か
え
し
学
ん
で
み
右
と
、
そ
う
い
う
偶
然
的
な
署

写
上
の
条
件
よ
り
も
、
文
の
声
調
の
上
か
ら
、
や
は
り
、
・
「
の
し
i
「
が
」
と

が
、
ゆ
一
軍
C
の
な
い
芸
〓
E
を
え
て
い
る
．
こ
C
－
∴
・
－
㍉
，
？
L
．
、
一
．
弓
．
こ
こ
に

お
け
る
「
絵
島
」
の
条
の
修
辞
の
深
さ
を
如
実
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
も
っ
と
も
、
芭
蕉
は
、
こ
う
し
た
同
類
異
化
の
表
現
に
の
み
、
神
経
を
尖
鋭

に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
▼
用
例
1
．
、
2
、
3
と
関
連
し
て
、
「

平
泉
」
の
条
を
見
る
と
、
「
大
門
功
跡
」
「
秀
衡
が
跡
」
「
和
泉
朗
城
」
「
駅

街
等
が
旧
跡
」
「
衣
が
閑
」
「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
叫
跡
」
　
〇
別
掲
　
「
ほ
そ

遺
」
、
三
三
土
一
四
・
へ
）
の
ま
う
．
に
、
「
が
」
が
頻
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
0

「
が
」
を
、
形
式
的
に
「
の
」
と
、
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

A

 

A

 

B

る
。
．
（
な
お
、
↓
妙
禅
師
叫
死
閑
、
姦
雲
法
師
叫
石
室
を
み
る
が
ど
と
し
。
」

（
同
上
、
一
七
．
へ
）
′
に
お
け
る
、
「
の
」
「
が
」
の
用
例
に
も
、
用
例
1
、
2
、

3
に
関
連
し
て
」
　
芭
蕉
の
徴
妙
な
る
語
意
識
、
語
感
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
）

B

A

ま
た
、
用
例
1
0
に
お
い
て
は
、
二
象
潟
」
の
条
．
の
、
「
苛
に
魂
u
副
を
く

A
B

は
え
て
」
と
、
「
笈
の
小
文
」
の
「
珂
咄
剖
Ll
、
到
頭
u
剖
い
は
む
か
た
な

く
、
」
と
の
相
互
開
運
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
、
「
小
文
」
か
ら
「

ほ
そ
道
」
へ
の
、
修
辞
意
識
と
黄
巧
と
の
決
ま
り
を
認
め
る
こ
と
京
で
き
よ

よ
ノ
0

≡

さ
ら
に
、
「
お
く
の
は
そ
道
」
に
は
、
一
つ
ぎ
の
よ
う
な
何
例
許
が
見
ら
れ

る
。

．I
．
1
室
の
八
嶋
に
謝
刊
。
（
同
上
、
一
一
べ
）

2
卯
月
朔
日
、
御
山
に
甜
珂
普
（
同
上
、
二
二
べ
）

2
そ
れ
よ
り
八
幡
宮
に
詩
。
（
同
上
、
一
六
．
へ
）

ヽ

－31－



4
修
験
光
明
寺
宅
耳
有
。
そ
こ
に
ま
ね
か
れ
て
行
者
堂
を
矧
刊
。
夏
山
に

足
駄
を
矧
誠
首
途
哉
（
同
上
、
一
六
ペ
）

5
薬
師
堂
・
天
神
の
御
社
な
ど
紺
て
、
其
計
は
く
れ
ぬ
。
（
同
上
、
二
六

HpM

6
早
朝
墟
が
ま
の
明
神
に
討
。
（
同
上
二
元
べ
）

7
十
一
日
、
瑞
岩
寺
に
謝
。
（
同
上
三
二
べ
）

8
（
兼
て
耳
暫
し
た
る
二
望
矧
岨
刊
。
∧
同
上
、
三
四
・
へ
∨
）

9
岸
を
め
ぐ
り
岩
を
這
て
仏
閣
を
痢
u
、
．
任
且
最
某
と
し
て
心
す
み
行
の

み
お
ぽ
ゆ
。
（
同
上
、
一
二
七
ペ
）
－
∴

1
0
▼
五
日
、
権
頭
に
謝
。
（
同
上
、
≡
九
・
へ
）

1
1
（
八
日
、
月
山
に
の
ぼ
る
。
∧
同
上
、
四
〇
べ
∨
）

1
2
（
日
田
で
て
雲
消
ゆ
れ
は
、
．
湯
殿
に
下
る
。
∧
同
上
、
四
〇
べ
H
V
）

1
3
此
所
太
田
の
神
社
に
謝
。
（
同
上
、
四
八
・
へ
）

1
4
（
左
の
山
隈
に
翌
日
堂
あ
り
。
∧
同
上
、
四
九
べ
V
）

（寺）

1
5
（
大
聖
特
の
城
外
、
全
昌
寺
と
い
ふ
寺
に
止
ま
る
。
∧
同
上
、
五
一
ぺ

∨
）

1
6
（
丸
岡
天
瀧
寺
の
長
老
、
古
き
因
あ
れ
は
尋
聖
　
∧
同
上
、
五
二
ベ

V

）

　

一

1
7
五
十
丁
山
に
入
て
永
平
寺
を
袖
刊
。
道
元
禅
師
の
御
寺
也
。
（
同
上
、

屈
二
．
へ
）

．
1
8
あ
る
じ
に
。
肩
す
ゝ
め
ら
れ
て
け
い
の
初
神
に
珂
創
刊
。
（
同
上
、
五

四．へ）．

1
9
（
浜
は
わ
づ
か
な
る
海
士
の
小
家
に
て
、
佗
し
き
法
花
寺
あ
り
4
∧
同

上
、
五
五
．
へ
∨
）

′
　
2
0
旗
の
物
う
さ
も
い
ま
だ
や
ま
ざ
る
に
、
長
月
六
日
に
な
れ
ば
、
伊
勢
の

、
迂
官
習
仙
と
、
（
同
上
、
五
六
べ
）

・
「
ほ
そ
道
」
の
旗
で
は
、
歌
磯
を
訪
由
る
こ
と
と
と
虹
に
、
神
社
・
仏
閣
に

参
拝
し
参
讃
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
は
あ
い
、
も
っ
と
も
ふ
つ
う
に

は
、
「
詣
づ
」
（
用
例
3
、
6
、
7
、
1
0
、
1
3
）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
そ

の
ほ
か
に
は
、
「
詣
す
」
　
（
用
例
1
）
、
「
詣
拝
す
」
　
（
用
例
2
）
、
「
拝
す
」

（
用
例
4
）
、
「
拝
む
」
（
連
体
形
、
月
例
4
）
　
「
拝
み
て
」
．
（
用
例
5
）
、

「
開
帳
す
」
　
（
用
例
8
）
、
「
拝
し
」
　
（
用
例
9
）
、
「
礼
す
」
l
（
用
例
1
7
）
、

「
夜
参
す
」
　
（
用
例
1
8
）
、
「
お
が
ま
ん
」
　
（
用
例
2
0
）
な
ど
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
別
に
、
参
詣
・
参
拝
の
こ
と
を
い
う
動
詞
を
用
い
て
い
な
い
も
の
（
用

例
1
1
、
誓
∴
㌢
拍
∵
望
1
9
、
）
な
ど
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
」
　
「
詣

づ
」
と
い
う
、
し
ぜ
ん
で
な
め
ら
か
な
感
じ
を
と
も
な
う
吾
を
主
調
と
し
な
が

ら
、
そ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
く
ふ
う
を
凝
ら
し
、
単
調
化
、
重
複
感
を
ふ
せ
い

で
、
変
化
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
、
文
革
の
内
容
・
枯
調
に
的
確
に
合
致
さ

－32－

せ
て
い
る
点
は
、
見
の
が
せ
な
い
。

．
芭
蕉
の
修
辞
意
識
は
、
一
語
本
来
の
語
感
を
文
脈
に
い
っ
ぱ
い
に
は
た
ら
か
せ

な
が
ら
、
そ
の
票
田
や
頻
出
に
際
し
て
は
、
た
え
ず
飽
和
を
計
ら
い
、
「
ま
ざ

ら
ほ
し
さ
」
．
を
避
け
、
文
脈
の
新
鮮
さ
、
吾
の
生
命
感
を
保
つ
こ
と
に
注
が
れ

て
い
る
．
。

韮
　
1
月
の
輪
の
わ
た
し
を
越
て
、
瀬
の
上
と
云
福
に
矧
づ
l
。
（
同
上
、
・
二
二

．
へ
）

2
猶
夜
の
余
波
心
す
ゝ
ま
ず
、
烏
か
り
て
桑
折
の
駅
に
田
引
。
（
同
上
、

二
三
．
へ
）

3
（
前
略
）
終
に
路
ふ
み
た
が
え
て
石
の
巻
と
い
ふ
漠
に
田
。
（
同
上
、

l
三
一
．
へ
）
．



4
（
「
（
前
略
）
　
神
明
の
加
護
か
な
ら
ず
誌
な
か
る
．
へ
し
」
　
と
云
捨
て

′
　
　
出
l
旬
月
、
哀
さ
し
ば
ら
く
や
ま
ざ
り
け
ら
し
。
∧
同
上
、
四
六
．
へ
＞
）

5
黒
部
四
十
八
か
瀬
と
か
や
、
放
し
ら
ぬ
川
を
わ
た
り
て
那
古
と
云
浦
に

田
。
（
同
上
、
四
六
．
へ
）

．
6
（
福
井
は
一
三
旦
計
な
れ
ば
、
夕
飯
し
た
ゝ
め
て
田
朝
に
、
た
そ
か
れ
の

路
た
ど
／
＼
し
。
∧
同
上
、
五
三
べ
＞
）

7
（
∧
前
路
V
、
名
月
は
つ
る
が
の
み
な
と
に
と
村
叫
瑠
等
親
も
共
に

送
ら
ん
と
、
裾
お
か
し
う
か
ら
げ
て
路
の
枝
折
と
引
射
叫
型
　
∧
同

上
、
五
四
．
へ
∨
）

こ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
は
、
ま
デ
、
り
］
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
出
る
」
と
い
う
連
体
形
終
止
が
当
時
の
文
章
に
し
ぼ
t
は
見
え
る
と
い
う
点

か
ら
の
、
語
法
の
上
か
ら
の
認
容
と
な
ら
．
ん
で
、
こ
の
用
例
2
が
、
他
の
用
例

l
、
3
、
5
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
、
作
者
の
修
辞
的
自
覚
を
問
題
と
す
右
必

要
が
あ
る
。
、
一
つ
に
は
、
慣
用
的
に
、
一
つ
に
は
、
文
勢
上
、
2
に
お
い
て
、

「
出
る
」
の
形
が
と
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
語
が
も
つ
文
脈
上
の

安
定
感
は
、
弾
力
性
に
と
む
芭
薫
の
修
辞
烹
議
に
よ
っ
て
、
用
例
1
、
3
、
5
、

7
な
ど
と
対
応
し
て
、
そ
の
効
果
を
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
　
○
肱
匪
l
や
風
涛
が
伊
勢
に
看
け
る
を
尋
音
信
て
、
十
日
ば
か
り
足
を

幻
可
軸
。
（
日
本
古
典
文
学
大
帝
「
芭
薫
文
集
」
所
収
、
「
野
ざ
ら
し

紀
行
」
三
七
ペ
）

○
大
和
国
に
行
脚
し
て
、
葛
下
の
郡
竹
の
内
と
云
所
に
い
た
る
。
此
処
は

れ
い
の
ち
り
が
旧
旦
な
れ
ば
、
日
比
と
ゞ
ま
り
て
足
司
　
（
同

上
、
三
八
．
へ
）
　
へ
菊
木
本
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が
あ
る
。
）

こ
こ
に
も
、
芭
蕪
の
修
辞
意
識
の
一
つ
が
見
ら
れ
る
。
貞
享
初
期
に
、
こ
の

対
比
・
彿
化
の
修
辞
意
識
の
あ
l
っ
た
ご
と
を
示
し
て
い
る
。

四

、
な
お
、
「
ほ
そ
遠
」
に
は
、
つ
ぎ
の
上
う
な
用
例
詳
が
見
ち
れ
る
。

l
 
l
堅
横
の
五
尺
に
た
ら
ぬ
草
の
庵
む
す
ぷ
も
く
や
し
雨
な
か
り
せ
ば

封
松
の
炭
し
て
岩
に
書
付
侍
り
、
．
と
い
つ
ぞ
や
甲
え
給
ふ
。
（
前
掲
「

ほ
そ
遺
」
、
一
六
．
へ
）

2
木
項
も
庵
は
や
ぶ
ら
ず
夏
木
立

と
l
と
り
あ
へ
ぬ
一
句
を
柱
に
残
侍
し
。
（
同
上
、
一
七
べ
）

3
「
武
隈
の
松
み
せ
申
せ
逗
桜
」

と
挙
白
と
云
も
の
1
餞
別
し
た
り
け
れ
は
、
（
同
上
、
二
五
．
へ
）

．
4
行
，
′
＼
て
た
ふ
れ
伏
と
も
萩
の
原

封
書
置
た
り
。
（
同
上
、
五
〇
べ
）

5
曾
良
も
前
の
夜
、
此
寺
に
泊
て
、

終
督
秋
風
閏
や
う
ら
の
山

と
残
す
。
（
同
上
、
五
一
．
へ
）

6
折
節
庭
中
の
柳
散
れ
ば

庭
掃
く
田
ぼ
や
寺
に
散
柳

田
と
わ
あ
へ
ぬ
さ
ま
し
て
草
鞋
な
が
ら
書
捨
つ
。
（
同
上
、
五
一
ペ
）

「
ほ
そ
竃
」
に
は
、
発
句
が
六
三
句
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
ぅ

ち
、
発
句
を
受
け
る
「
と
」
は
、
わ
ず
か
に
四
例
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、
用

例
2
は
「
封
と
り
あ
へ
ぬ
∴
＝
こ
と
な
て
ぉ
り
、
G
は
、
「
－
I
I
と
り
あ
へ
ぬ

さ
．
ま
し
て
…
…
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
「
と
」
が
ほ
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

こ
の
は
あ
い
、
「
と
」
で
受
け
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
、
「
折
節
庭
中
の
柳
散

れ
ば
、
」
が
詞
書
ふ
う
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
ま
た
、
用
例
2

と
対
比
し
、
．
4
、
5
と
の
重
複
感
の
問
題
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
こ
に
、
「

と
し
が
な
い
の
も
、
一
つ
の
修
辞
的
自
覚
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ

°
．

H
P
J
J
i
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、
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．
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つ
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l
り
q
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q
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1
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－
H
l
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．
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＼
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1
1
－
′
4
1
J
h
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J
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。
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．
ほ
川
H
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．
1
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は



こ
に
「
と
」
が
ほ
入
る
と
、
「
草
鞋
な
が
ら
容
拾
つ
。
」
と
い
う
、
こ
の
文
み

ず
か
ら
の
も
つ
、
あ
た
ふ
た
と
t
た
感
じ
が
消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

I
 
J
控
骨
の
扇
に
か
．
ゝ
れ
る
物
先
く
．
る
し
む
。
只
身
す
が
ら
虹
忠
義
侍

を
、
▼
紙
子
一
衣
は
夜
の
防
ぎ
、
ゆ
か
た
・
雨
具
・
墨
筆
の
た
ぐ
ひ
、

勘
｝
l
悪
用
さ
わ
が
た
き
餞
な
ど
し
た
る
は
、
さ
す
が
に
打
捨
が
た
く
く
輝

次
の
旗
と
な
れ
右
こ
そ
あ
り
な
け
れ
。
（
同
上
、
二
ペ
）

2
代
ヽ
封
封
は
1
伐
り
、
．
あ
る
ひ
は
植
継
な
ど
せ
L
と
開
『
、
今
将
千
歳
の

か
た
ち
と
ゝ
の
は
ひ
て
、
め
で
た
き
松
の
け
し
き
に
な
ん
侍
し
。
（
同

上
、
二
五
べ
）

、
T
 
l
〇
別
路
）
火
、
出
見
の
み
こ
と
生
れ
袷
ひ
し
よ
り
室
の
八
嶋
と
申
。

到
煙
を
講
習
し
侍
も
こ
の
謂
也
。
矧
こ
の
し
ろ
と
い
ふ
魚
を
禁
ず
縁

（起）臣
の
旨
世
に
伝
ふ
事
も
侍
し
。
へ
同
上
、
一
二
．
へ
）

2
雲
居
禅
師
の
別
室
の
跡
、
．
坐
禅
石
な
ど
有
。
矧
、
松
の
木
陰
に
世
を
い

．
と
ふ
人
も
稀
7
1
見
え
侍
り
で
、
落
穂
・
根
笠
な
ど
打
け
ぶ
り
た
る

草
の
庵
閑
に
住
な
し
、
い
か
な
る
人
と
は
し
ら
れ
ず
な
が
ら
、
先
・
な

つ
か
し
く
立
寄
は
ど
に
、
月
毎
に
う
つ
り
て
屁
の
を
が
め
劉
あ
ら
た

む
。
（
同
上
、
三
二
へ
）

右
の
、
I
の
2
に
お
け
る

2
あ
る
は
つ
－
あ
る
ひ
ほ
．

工
に
お
け
る
、

1
．
又
－
」
将

2
将
　
－
　
又

の
対
置
に
は
、
芭
蒲
の
緊
張
し
た
修
辞
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と

む
こ
、
耳
の
2
、
「
松
島
」
の
条
「
将
1
1
・
1
又
」
は
、
巧
緻
を
き
わ
め
た
措
辞
と

い
え
よ
う
。
「
又
　
－
　
将
」
と
は
、
逆
置
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
こ
の
長
文
を
緊

密
な
ら
し
め
て
い
る
。
「
後
鳥
」
の
条
に
お
い
て
∵
し
の
文
の
．
「
将
－
－
又
」

が
定
管
す
る
ま
で
に
は
、
お
そ
ら
く
相
当
の
推
考
過
程
を
へ
た
で
あ
ろ
う
が
、
．

そ
の
推
考
過
程
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
修
辞
意
識
は
、
「
将
1
1
又
」
を
、
用
例

1
の
「
又
」
1
将
」
に
対
比
し
て
、
い
っ
そ
う
ゆ
る
ぎ
の
な
い
も
の
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

五

同
一
語
や
類
似
し
た
言
い
か
た
の
重
出
、
和
田
、
ま
た
は
、
対
比
、
対
置
に

閑
し
、
芭
薫
は
鋭
い
修
辞
意
識
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
一
語
や
同
一
表
現
の

累
田
や
柘
出
を
、
芭
蕉
は
頭
か
ら
拒
否
し
た
の
で
は
な
い
。
を
れ
ど
こ
ろ
か
、

対
句
表
現
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
一
表
現
や
筑
似
表
現
の
頻
出
や
累
加
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
表
現
効
果
を
高
め
る
方
法
も
、
芭
蕉
と
し
て
は
、
も
サ
′
ろ
ん
手

中
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
点
を
じ
ゅ
う
ぷ
ん
認
め
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

例
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

．

ノ

ー

ー

　

　

　

　

　

ー

　

　

・

1
泊
友
に
奈
艮
に
て
わ
か
る
。

鹿
の
角
先
一
節
の
わ
か
れ
か
な

大
坂
灯
d
あ
る
人
の
も
と
吋
d
、
・

杜
若
語
る
も
旗
の
ひ
と
つ
哉
（
日
太
古
典
文
学
大
系
「
芭
蕉
文
賃
」
所

収
、
「
笈
の
小
文
」
、
六
二
．
へ
）

2
な
ぐ
さ
め
か
わ
し
と
云
け
む
も
理
り
し
ら
れ
て
、
そ
ゞ
ろ
吋
か
な
し
き
に
1

何
ゆ
へ
に
か
老
た
訂
人
を
す
て
た
ら
む
と
お
も
ふ
吋
　
い
と
ゞ
涙
落
そ
ひ

け
れ
は
、

燐
は
娯
ひ
と
り
な
く
月
の
友
．
ば
せ
を
（
同
上
所
収
、
「
更
科
坊
捨
月

之
塀
」
∧
兵
事
五
年
秋
作
V
、
一
五
八
～
一
五
九
べ
）
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3
又
、
清
水
な
が
る
ゝ
の
柳
は
芦
野
の
里
に
あ
り
て
田
の
畔
に
残
る
。
此
所

の
郡
守
戸
部
某
の
此
柳
み
せ
は
や
な
ど
衝
く
尼
の
袷
ひ
聞
え
給
ふ
到
、

い
づ
く
の
ほ
ど
に
や
と
恩
ひ
し
到
、
今
日
此
柳
の
か
け
に
こ
そ
立
よ
り
侍

つ
れ
。
一
〇
別
掲
「
ほ
そ
道
」
、
一
入
．
へ
）

4
鐙
摺
・
白
石
の
城
を
輿
笠
嶋
の
郡
に
入
れ
ば
、
蕊
中
将
輿
方
の
壕
は
い

づ
の
く
ほ
ど
な
ら
ん
と
人
に
と
へ
ば
、
是
よ
り
違
右
に
見
ゆ
る
山
際
の
盟

を
み
の
わ
“
笠
嶋
と
云
、
道
祖
神
の
社
、
か
た
兄
の
滞
今
に
あ
り
工
数

ゆ
。
（
同
上
、
二
四
．
へ
）

こ
れ
ら
一
群
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
読
む
人
に
よ
っ
て
、
受
け
と
り
か
た
が

ち
が
い
、
し
た
が
っ
て
好
悪
の
情
も
こ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
用
例
1
の
　
「
に

て
」
、
2
の
「
に
」
、
3
の
「
を
」
、
4
の
「
ば
」
の
累
出
の
感
じ
は
、
対
置
や

反
復
に
訣
び
し
い
修
辞
意
識
を
見
せ
た
芭
蕉
と
し
て
は
、
例
外
の
よ
う
に
滝
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ふ
つ
う
の
対
句
的
表
現
の
も
つ
よ
う
な
効
果
は
も
ら
え

な
い
し
、
む
し
ろ
そ
の
効
果
を
弱
め
て
い
る
か
に
思
え
る
。
し
か
し
、
ま
た
、

芭
斉
の
語
句
の
断
続
意
識
、
問
の
置
き
か
た
に
お
け
る
個
癖
を
も
葛
尾
に
入
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
み
れ
ば
、
こ
の
四
例
に
重
、
ど
こ
か
共
通
し
た
、
芭

薫
特
有
の
息
づ
か
い
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
た
が
．
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
は
、
あ
る
特
定
の
語
の
票
田
の
み
を
と
り
あ

げ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
視
点
を
も
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
．
1
に

関
し
て
は
、
そ
の
詞
雷
の
性
格
と
、
「
笈
の
小
文
」
当
時
の
芭
斉
の
、
散
文
推

考
意
識
が
問
題
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
2
に
閑
L
で
は
、
．
詞
書
と
し
て
の

性
格
の
は
か
り
抒
情
的
な
表
現
に
お
け
る
強
調
法
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
用
例
4
、
5
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

○
陸
奥
へ
ま
か
り
け
る
野
中
に
、
目
に
た
つ
様
な
．
る
屋
の
侍
り
げ
る
を
間
は

（
つ
か
イ
）

せ
侍
り
け
弟
呼
「
こ
れ
な
ん
中
将
の
墓
と
申
す
」
．
と
答
へ
け
れ
噂
　
「
中

．
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．
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I
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L
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1
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L

将
と
は
い
づ
れ
の
人
ぞ
」
と
間
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
「
買
方
琶
臣
の
こ
と
」

と
な
む
申
し
け
る
に
、
冬
の
事
忙
て
、
霜
枯
の
薄
ほ
の
ぼ
の
見
え
わ
た
り

て
、
折
ふ
し
物
悲
し
べ
学
兄
侍
カ
け
れ
ば
よ
過
る
　
　
　
西
行
法
師

朽
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
ば
か
り
を
と
ど
め
置
き
て
椙
．
野
の
薄
形
見
に
ぞ
見
る

（
「
訴
古
今
」
∧
哀
傷
歌
V
、
佐
々
木
信
綱
校
「
新
古
今
和
歌
集
」
∧
岩

波
文
庫
V
、
一
三
二
．
へ
）

と
い
う
文
章
の
存
在
を
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
表
現
契
機
t

て
の
、
．
西
行
の
存
在
は
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
．
の
こ
と

は
、
用
例
4
℃
っ
い
て
も
、
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

．
六

芭
斉
の
文
章
観
の
一
端
は
、
「
去
来
抄
」
に
、
．
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。「

先
師
日
、
世
上
の
印
譜
の
文
京
を
見
る
に
、
或
は
漢
文
を
仮
l
名
に
和
ら

げ
ヾ
或
は
和
歌
の
文
章
に
浜
字
を
入
し
、
辞
あ
ら
く
機
し
く
云
な
し
、
或
は
人

情
を
云
と
て
も
今
日
の
さ
か
し
き
く
ま
ふ
＼
を
探
り
求
め
、
西
鶴
が
浅
間
し
く

下
れ
る
姿
看
。
芋
徒
の
文
章
は
惜
か
に
、
作
意
を
立
、
文
字
は
た
と
ひ
漢
字
を

か
る
と
も
、
な
だ
ら
か
に
云
ひ
っ
ゞ
け
、
事
は
部
俗
の
上
に
及
ぶ
と
も
、
慎
し

く
い
1
と
る
べ
し
と
な
り
。
」
　
（
前
掲
「
去
来
抄
・
三
冊
子
・
披
無
論
」
、
五

入
～
五
九
べ
）

こ
の
文
章
観
は
、
芭
斉
自
身
に
よ
っ
て
　
「
お
く
の
は
そ
遺
」
を
中
心
と
す

る
、
諸
踵
の
文
葺
に
、
的
確
に
具
現
き
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
い
っ
そ
う

感
深
い
も
の
が
あ
る
。
「
作
意
た
し
か
に
」
．
「
な
だ
ら
か
に
」
　
「
な
つ
か
し

＼

く
」
と
′
い
う
、
俳
詔
文
責
へ
の
心
精
か
ら
、
芭
蕉
の
き
び
し
い
修
辞
意
識
も
生

ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

l
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一
凡
兆
に
諭
し
て
は
、
「
一
句
わ
づ
か
に
十
七
字
也
二
字
も
お
ろ
そ
か
に
思
ふ

べ
か
ら
ず
。
俳
詔
も
癖
石
に
和
歌
の
一
．
体
也
。
一
句
に
し
は
り
の
有
様
に
作
す

ー

べ
L
と
也
。
】
　
（
同
上
、
六
六
べ
〕
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
≡
冊
子
」
に

は
、
「
一
巻
の
内
似
た
る
句
鉦
之
な
り
。
是
遠
輪
廻
也
。
等
項
の
事
お
ろ
そ
か

に
す
べ
か
ら
ず
。
師
の
い
は
く
「
他
の
句
よ
り
先
我
が
句
、
等
類
す
る
事
を
し

ら
ぬ
も
の
也
。
よ
く
恩
ひ
別
て
味
べ
し
。
苦
、
わ
が
句
に
障
る
他
の
句
あ
る
時

は
、
必
わ
が
句
を
引
べ
し
。
」
　
（
同
上
、
九
〇
．
へ
）
と
述
べ
て
い
る
。
発
句
に

せ
よ
、
連
句
に
せ
よ
、
一
字
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
「
ま
ざ
ら
は
し
さ
」
を
避
け

七
、
作
意
た
し
か
に
、
個
性
味
あ
る
斬
新
な
表
現
を
生
み
だ
す
こ
と
は
、
芭
蕪

の
つ
ね
に
実
践
し
、
か
つ
、
教
え
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
芭
蕉

．
に
、
上
来
み
て
き
た
よ
う
な
、
鋭
く
き
び
し
い
修
辞
意
識
が
流
れ
て
い
る
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
し
ぜ
ん
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

小
団
次
㍉
こ
・
駄
阿
∵
諏

「
お
く
の
は
そ
道
」
は
、
元
墜
一
年
九
月
に
櫨
を
お
え
て
、
．
元
緑
七
年
初

茸
素
謡
が
清
書
し
お
わ
る
ま
で
、
五
年
も
の
歳
月
が
す
ぎ
て
い
る
。
そ
の
間

の
芭
蕉
の
執
苦
状
況
な
ら
び
に
推
考
作
用
に
つ
い
て
、
い
ま
そ
の
過
程
と
契
態

と
を
全
面
に
わ
た
っ
て
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
完
成

さ
れ
た
「
ほ
そ
這
」
本
文
に
徴
し
て
も
、
そ
の
推
考
彫
班
の
入
念
さ
と
精
密
さ

と
は
、
じ
ゆ
う
ぷ
ん
に
推
察
し
感
知
し
認
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
れ
が
ど
う
具
現
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
修
辞
意
識
を
中
心
に
考
察
を

加
え
た
し
だ
い
で
あ
る
。
芭
蕉
が
独
自
の
俳
文
を
創
始
し
え
た
の
も
、
こ
う
し

た
き
び
し
い
修
辞
意
識
が
、
そ
の
句
・
文
両
面
を
支
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
昭
和
2
4
年
1
1
月
2
6
日
和
稿
、
昭
和
2
5
年
l
・
1
月
1
8
日

口
頭
発
表
、
昭
和
3
6
年
5
月
7
日
補
稿
）
　
ノー

　
広
島
大
学
助
教
授
1
－

－36－

田
　
　
井
　
．
庄
　
　
之
　
　
助

四
世
市
川
小
田
次
は
文
化
九
年
二
八
二
一
年
）
に
些
戸
市
村
屋
の
火
瞳
元

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
子
と
し
て
産
れ
た
。
い
わ
ば
周
し
い
違
い
立
ち
だ
っ
た
わ
け
で
、
で
っ
ち
琴

公
の
足
を
洗
っ
て
七
世
団
十
郎
の
門
に
入
っ
た
の
が
文
政
三
年
の
冬
だ
か
ら
九

つ
の
年
。
そ
の
翌
年
一
二
月
に
は
じ
め
て
中
村
座
の
舞
台
を
ふ
ん
だ
。
．
そ
れ
か
ら

事
情
が
あ
っ
て
名
古
屋
・
京
都
と
転
々
と
し
て
い
た
が
、
天
保
三
年
の
春
に
は

大
阪
の
竹
田
座
に
出
て
米
十
朗
を
名
の
り
稽
古
を
つ
む
よ
う
に
な
っ
寸
時
に

二
十
一
。
そ
う
し
て
十
年
を
へ
た
十
三
年
の
秋
に
同
じ
竹
田
座
で
座
頭
の
鼠
箪

鑑
に
は
ず
か
し
め
ら
れ
た
有
名
な
事
件
が
起
こ
っ
て
か
ら
は
病
気
の
名
で
し
ば

ら
く
退
い
た
。
そ
の
事
件
と
い
う
の
は
彼
が
腹
痛
の
た
め
に
出
場
が
お
く
れ
た

の
を
怒
っ
た
鞘
狂
が
上
茸
尾
で
け
と
は
し
た
た
め
、
楽
屋
の
ハ
シ
ナ
段
か
ら
こ

ろ
が
り
お
ち
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
あ
る
意
味
で
は
後
の
大
成
を
約
束

し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
二
年
後
町
弘
化
元
年
に
喝
托
と
璧
ロ
で
顔
を
あ

tosho-seibi-repo
長方形




