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そ
う
い
う
対
応
姿
勢
を
と
る
こ
と
自
体
に
、
実
は
文
芸
理
念
と
は
か
か
わ
り
の
　
　
ー
広
大
教
育
学
部
付
属
福
山
高
校
1

な
い
近
世
戯
作
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。
　
－
　
西
鶴
的
柏
の
内
1
1

万
葉
集
に
於
け
る
真
潤
の
年
代
未
詳
歌
の

年
代
判
定
に
　
つ
　
い
て

真
淵
は
「
万
琵
考
」
に
於
い
て
、
万
葉
環
全
巻
に
わ
た
る
鵜
次
の
改
訂
を
絆

み
、
流
布
の
巻
一
二
一
・
十
三
・
十
一
・
十
二
・
十
四
を
古
描
万
粟
怨
と
し
、

奈
良
初
期
以
前
の
歌
が
頒
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
こ
れ
は
、
真
淵
が

撰
ば
れ
た
巻
々
と
し
て
の
形
態
上
の
統
一
を
こ
の
中
に
求
め
て
い
る
こ
と
も
要

因
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
（
誼
）
。
が
又
、
巻
十
三
・
十
一
・
十

二
・
十
四
と
い
っ
た
制
作
年
代
未
詳
の
巻
々
を
奈
艮
初
以
前
の
歌
の
巻
々
と
し

て
肯
塵
万
葉
環
に
組
み
入
れ
る
に
あ
た
？
て
は
、
万
葉
の
歌
風
の
変
遷
を
考
察

し
、
撰
ば
れ
た
も
の
と
し
て
の
理
想
の
歌
風
を
そ
の
六
巻
中
に
見
出
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
小
稿
で
は
、
真
淵
の
歌
風
変
遷
親
に
よ
っ
て
と
ら

え
た
も
の
が
、
年
代
未
詳
歌
の
年
代
判
定
の
拠
り
所
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
と
思
う
。

真
淵
は
、
歌
風
の
変
遷
を
、
集
中
の
歌
を
時
代
区
分
す
る
こ
と
に
上
っ
て
考

・
寮
も
て
い
る
∵
時
代
区
分
も
て
歌
風
の
変
遷
を
考
察
し
た
の
は
真
淵
が
最
初
で

人

あ
る
が
、
そ
の
研
究
史
上
に
於
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
扇
畑
忠
確
氏
の
「
万

葉
環
の
時
代
区
分
」
　
（
「
万
葉
」
三
十
五
号
）
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
こ

の
蘭
文
に
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
多
く
負
ぶ
さ
り
な
が
ら
真
淵
の
諸
説
を
整

理
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

真
淵
は
「
万
葉
集
通
釈
井
沢
例
」
　
（
寛
延
二
年
こ
空
中
）
で
、

「
・
…
：
是
を
以
て
時
世
の
う
つ
り
行
を
知
る
に
万
葉
に
も
藤
原
朝
に
八
万
呂

出
て
古
今
に
独
歩
せ
り
赤
人
は
奈
良
に
属
せ
る
人
に
て
人
ま
ろ
よ
り
は
弱
也

…
…
」
　
（
校
本
真
淵
全
集
二
〇
四
電
）

と
述
べ
、
人
麻
呂
を
高
く
評
価
、
赤
人
を
弱
い
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
万
葉
新
撰
百
首
解
」
の
序
（
宝
暦
二
年
こ
ヾ
詑
）
で
は
、
「
い
に

な
か
、
」
ろ

L
へ
の
歌
」
　
「
中
比
の
歌
」
　
「
後
の
世
の
歌
」
と
三
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
風

み
や
び
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
は
　
　
　
　
七
く
み

を
「
ま
こ
と
」
　
「
風
流
た
る
こ
と
の
極
み
」
　
「
巧
」
と
規
定
し
て
い
る
。
1
・
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畑
い
七
も
っ
ど
も
詳
細
な
考
裸
が
み
ら
れ
、

地
相
】
呆
到
り

つ
い
た
結
論
で
蘇
る
の
で
あ
を
。

：J

「
①
い
と
し
も
上
つ
代
々
の
苛
は
人
の
共
ど
ゝ
ろ
の
か
ぎ
り
に
し
て
、
そ
の

な、－

さ
ま
和
く
も
か
た
く
も
強
く
も
悲
く
も
、
四
の
時
な
す
立
か
へ
り
つ
上
糾
し

り
へ
定
め
い
ひ
が
た
し
、

◎
や
1
中
つ
代
に
う
つ
ろ
ひ
て
高
市
闇
本
の
宮
の
比
よ
り
い
は
ゞ
、
み
冬
つ

き
春
さ
り
来
て
、
雪
氷
の
と
け
ゆ
く
が
ど
と
し
、
こ
れ
を
は
じ
め
の
う
つ
ろ

ひ
と
や
い
は
ん
、

◎
藤
原
の
官
と
な
年
て
に
、
大
海
の
原
に
け
し
き
あ
る
島
ど
も
の
う
か
べ
ら

む
さ
ま
し
て
、
お
も
し
ろ
き
い
き
は
ひ
ぞ
出
き
た
る
、
こ
れ
ぞ
二
た
び
の
う

つ
ろ
ひ
也
、

④
奈
艮
の
宮
の
初
め
に
は
、
此
い
き
ほ
ひ
有
を
ま
ね
ぴ
う
つ
せ
し
ま
ゝ
に
、

お
の
が
も
の
と
も
な
く
う
ら
せ
は
く
な
り
ぬ
、
こ
れ
ぞ
三
た
び
の
う
．
つ
ろ
ひ

也
、

㊥
其
富
の
な
か
つ
比
に
は
、
ゆ
か
し
き
隈
も
な
き
海
山
を
、
風
け
や
き
日
に

ト

見
ん
が
ご
と
、
あ
ら
び
た
る
す
が
た
と
成
ぬ
、
是
ぞ
四
度
の
う
つ
ろ
ひ
也
、

◎
そ
れ
ゆ
後
の
寛
は
此
集
に
は
の
ら
ず
、
古
今
寄
集
に
、
よ
み
人
し
ら
ず
と

ふ
中
の
古
き
し
ら
べ
な
る
ぞ
、
此
官
の
未
ゆ
今
の
都
の
は
じ
め
の
歌
也
、
…

：
…
」
　
（
増
訂
真
淵
全
集
巻
一
の
九
～
一
〇
貰
）

と
歌
風
五
変
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、

①
上
つ
代
々

◎
や
ゝ
中
つ
代

◎
藤
原
の
官

④
奈
良
の
宮
の
初

◎
其
宮
の
な
か
つ
比

（
仁
徳
～
推
古
）

（
野
明
～
天
武
）

（
持
統
・
文
武
）

（
元
明
二
元
正
）

（
型
式
～
淳
仁
）

と
な
ろ
う
。
（
但
し
㊤
甲
の
間
は
囲
描
で
は
な
い
。
）
こ
れ
は
真
淵
の
研
究
の

そ
こ
で
歌
風
の
時
代
変
遷
を
説
く
前
掲
の
　
「
万
葉
集
大
考
」
　
の
文
を
み
る

と
、
真
淵
は
各
時
代
の
歌
風
の
変
遷
を
「
う
つ
ろ
ひ
」
と
い
う
語
で
把
担
し
て

い
る
が
、
「
う
つ
ろ
ひ
」
と
は
、
変
化
で
あ
る
と
共
に
下
降
衰
退
を
意
味
す
る

も
の
で
も
あ
る
と
思
う
。
即
ち
、
田
畑
氏
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
変

遷
観
を
通
し
て
、
「
古
代
に
湖
る
ほ
ど
精
神
お
よ
び
そ
の
衰
朝
の
純
粋
な
典
型

を
発
見
」
　
（
同
氏
前
掲
論
文
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
理
解
田
来
る
と
思
う
。

さ
て
、
次
に
歌
に
即
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
る
と
（
以
下
、
特
に
こ

と
わ
ら
な
い
も
の
ほ
す
べ
て
「
万
葉
考
」
の
用
例
で
あ
る
）
、
短
歌
で
は
、
巻

二
の
昌
刀
に
、

「
上
つ
代
下
つ
代
を
お
も
ひ
顕
す
に
、
短
音
は
此
時
ぞ
よ
ろ
し
か
り
き
、
」

（
全
環
竜
一
の
八
二
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
藤
原
官
御
学
天
皇
代
」
の
標
目
の
所
に
あ
る
の
で
あ
る

が
、
又
、

、
t
ヤ
ピ

「
・
…
：
風
流
て
お
も
し
ろ
く
、
…
・
…
：
宥
ふ
る
事
の
ま
ゝ
に
い
ひ
て
あ
ほ
れ

に
、
且
二
首
と
も
に
調
の
う
る
ほ
し
さ
な
ど
飛
鳥
岡
本
宮
の
始
の
頃
の
寄

な
り
、
者
は
か
く
こ
そ
看
べ
き
な
れ
、
」
　
（
巻
十
二
の
巴
〇
㌢
全
嗜
巻
一
の

三
九
〇
貰
）

と
あ
る
の
を
み
る
と
、
右
よ
り
は
や
や
古
い
所
に
も
日
を
お
い
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
か
ら
理
想
と
す
る
短
歌
の
時
代
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
恩

く

ノ

0

長
歌
は
、
右
の
巻
二
の
ー
○
∽
の
所
の
頭
容
に
、

「
長
歌
は
是
よ
り
前
こ
そ
上
け
れ
、
」
・

と
あ
り
、
巻
十
一
二
の
㌍
8
に
つ
い
て
、

「
此
音
は
崗
本
7
官
よ
り
前
な
る
べ
し
、
…
…
そ
の
昔
へ
の
苛
の
中
に
L
も
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よ
く
よ
み
し
に
く
、
言
厚
く
雅
に
し
て
両
白
し
、
是
ら
の
煩
此
巻
に
多
き
を

と
り
て
集
め
て
唱
へ
見
る
べ
し
、
さ
て
こ
そ
清
御
原
藤
原
ノ
宮
の
比
に
及
て

は
翫
劣
れ
る
を
し
ら
め
、
」
　
（
全
集
巻
一
の
二
l
五
頁
）

と
、
短
歌
長
歌
の
本
質
を
区
別
し
て
考
え
、
短
歌
よ
り
は
猶
古
い
所
に
長
歌
の

理
想
を
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
以
後
歌
は
次
第
に
衰
退
の
道
を
辿
っ
た
と
み
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
万
葉
莫
大
考
」
は
奈
艮
初
を
「
う
ら
せ
は
く
な
り
ぬ
」
と
、
l
つ
の
転

換
期
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
古
撰
万
葉
責
の
六
瀧
が
競
技
初
以
前
の
敬
一
の
亀

一
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ほ
貧
淵
の
相
思
に
近
い
時
代
の
歌
が

責
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
下
降
衰
退
を
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
把
娠
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
先
に
あ
げ
た
「
万
堪
新
採
再
訂
雨
」
の
序
で
、
歌
風
を
古
・
中

み
や
び
　
　
　
お
く
み

・
後
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
ま
こ
と
」
　
「
風
流
」
　
「
巧
」
と
規
定
し
て
い
る

こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
。
「
風
流
」
　
「
巧
」
と
し
て
い
る
所
に
さ
ぐ
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
「
風
流
」
と
い
う
語
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

も
の
が
内
容
面
に
重
き
を
お
い
た
見
方
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
巧
」
は
表
現
技

法
に
ふ
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
等
質
に
は
と
り
あ
つ
か
え
な
い
。
且

つ
、
「
万
葉
新
撰
百
首
解
」
か
ら
は
「
風
流
」
　
「
巧
」
の
具
体
的
な
用
例
は
．
一

つ
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
村
田
春
海
の
再
柑
稲
垣
大
平
容
に
は
、

「
未
の
程
に
至
り
て
は
、
…
…
万
亮
の
古
き
長
歌
記
さ
れ
た
る
も
の
に
、
上

つ
代
の
歌
を
味
は
ひ
み
れ
ば
、
人
暦
の
歌
も
巧
を
用
ひ
た
ろ
所
猶
後
に
つ
く

方
な
り
と
て
、
人
暦
の
時
よ
り
も
壇
上
つ
方
を
n
は
れ
た
る
・
…
」

と
あ
っ
て
、
短
歌
長
歌
の
本
質
を
区
別
し
て
考
え
て
い
た
に
し
ろ
、
真
淵
が

「
万
葉
集
大
考
」
な
ど
で
高
く
評
価
し
て
い
る
人
麻
呂
を
さ
え
も
こ
こ
で
は

ド
軒
新
手
主
唱
」
を
用
い
後
革
っ
′
く
方
で
お
る
と
し
て
却
け
て
い
る
よ
う
に
、
・
真
淵
の
理

憩
と
す
る
歌
は
年
と
共
に
古
え
へ
さ
か
の
ぼ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
巧
」
と
規
定
し
て
い
る
も
の
に
も
当
然
移
動
す
る
所
が
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
真
淵
の
万
葉
集
の
諸
注
釈
書
を
通
じ
て
「
風
輝
」
が
殆
ん
ど
見
ら

れ
な
い
の
に
対
し
、
「
巧
」
　
は
頻
繁
に
表
わ
れ
て
お
り
、
且
つ
具
体
的
に
表

現
面
を
指
摘
し
、
歌
風
の
推
移
変
遷
に
ふ
れ
る
所
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
巧
」
が
下
降
衰
退
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
い
る
と
思
う

が
、
こ
こ
で
は
「
巧
」
を
主
た
る
拠
り
所
に
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

猶
、
人
麻
呂
の
近
江
荒
部
を
過
ぐ
る
時
の
作
歌
、
或
い
は
挽
歌
に
つ
い
て
、

「
巧
み
の
類
ひ
な
き
も
の
也
、
」
　
（
巻
一
の
は
㌢
全
集
巻
一
の
三
〇
頁
）

「
こ
ゝ
に
か
く
い
へ
る
巧
み
、
此
人
の
て
ぶ
り
也
、
」
　
（
巻
一
の
ー
害
、
全

斑
巻
一
の
一
三
二
頁
）

と
い
っ
て
い
る
「
巧
み
」
は
、
感
情
の
自
然
の
晶
ま
り
に
従
っ
た
自
ず
か
ら
な

る
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
さ
え
も
却
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人

の
心
の
自
ず
か
ら
な
る
表
出
を
妨
げ
る
方
向
に
働
く
理
智
を
　
「
巧
み
」
　
と
い

い
、
却
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
淵
は
、

．
「
後
世
膏
は
虚
言
を
設
て
巧
と
す
、
古
代
は
異
を
よ
く
い
ふ
を
巧
と
す
、
此

分
ち
を
恩
へ
、
」
　
（
全
額
巻
一
の
二
九
〇
頁
頭
琶
）

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
真
淵
は
、
後
世
歌
、
い
い
か
え
れ
ば
後
世
ぶ
り
の
巧
み
と
は
い
か
な
る

も
の
を
指
し
て
い
る
か
、
「
万
葉
考
」
に
上
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ

る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
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八
の
三
空
相
佐
夫
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鎧
岩
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ト
カ
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解
者
悲
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キ

＜
む
す
ふ
と
い
ほ
ん
と
て
お
け
る
な
が
ら
此
此
よ
り
は
旺
秋
に
飽
の
意
を

．
ふ
て
上
み
出
初
し
な
れ
ど
儀
の
世
の
こ
と
く
ゆ
く
り
か
に
は
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ひ
出
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H
山
．
一
t
・
．
．

．
1

る
な
り
V
へ
全
集
巻
三
の
六
七
五
）

ウ

′

，

！

ユ

キ

一

l

十
九
の
合
笥
鴬
能
。
鳴
之
可
伎
部
爾
。
爾
保
倣
理
之
．
杓
此
㌢
餌
。
宇
部
呂

布
良
牟
可
。

一
ゾ

＜
…
…
雪
と
つ
ゞ
く
る
に
は
梅
は
工
こ
か
海
曹
と
か
何
ぞ
て
に
を
は
を
加
へ

て
い
ふ
べ
き
に
く
は
へ
ざ
る
は
琵
比
雪
を
う
め
と
通
は
せ
柑
し
て
い
ふ
な

ら
ん
古
く
は
か
ゝ
る
言
な
し
下
り
て
の
覇
の
働
き
…
…
∨
（
全
項
巻
四
の

一
四
六
頁
）
・

前
歌
の
「
此
比
」
と
は
寧
楽
官
（
聖
武
）
　
天
平
の
こ
ろ
、
石
川
賀
係
女
郎

（
伝
来
評
）
の
歌
。
後
者
は
大
伴
家
持
の
寧
楽
宮
（
孝
謙
）
天
平
勝
宝
五
年
の

作
。

丁
キ

そ
し
て
前
者
、
「
秋
草
乃
」
の
「
秋
」
に
「
飽
」
が
掛
け
て
詠
ま
れ
た
例
と

し
て
注
意
し
て
い
る
。
又
こ
こ
で
、
「
後
の
世
の
如
く
ゆ
く
り
か
」
で
は
な
い

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
秋
草
乃
」
が
眼
前
の
景
物
を
も
っ
て
「
結
之
紐
」
の

伍
餌
と
し
て
い
る
点
を
実
と
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

後
者
で
は
「
庵
」
に
「
む
べ
」
　
「
う
べ
」
が
掛
け
て
あ
る
と
み
て
い
る
の
で

あ
る
。
古
く
は
見
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
り
「
下
り
て
の
零
の
働
き
」
と
い
っ
て
い

る
。
後
述
す
る
「
し
ら
べ
」
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の

で
あ
る
が
、
真
淵
は
、
こ
う
し
た
表
現
を
巧
み
と
み
、
衰
退
の
因
と
し
て
い

る
。

○
　
秀
　
句

衰
淵
は
、
今
掲
げ
た
▲
璧
苛
の
よ
う
な
例
か
ら
「
秀
逸
の
言
は
い
ひ
始
し
な
ら

ん
」
　
（
全
集
巻
四
の
一
四
六
頁
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
所
謂
広
義
の
秀
句
に

つ
い
て
、

1
1
ダ
レ
ナ
　
　
　
ゾ

八
の
宗
も
梅
花
。
櫻
爾
可
散
翌
。
見
左
右
二
。
風
爾
軋
両
。
雪
昏
落
久
煩
。
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．
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．

．

．

．
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1

－

1

J

八
巧
め
る
物
な
り
後
の
罷
是
よ
り
出
る
な
ら
ん
V
　
（
会
集
巻
三
秒
八
h
一
、
．
－

頁
）

ハ
ル
ビ
′
ク
レ
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ
p
フ
ツ
キ
ヲ
　
イ
ブ
ト
カ
マ
タ
ム

十
の
ー
∞
宗
朝
霞
。
春
日
之
晩
者
。
従
木
聞
。
移
歴
月
乎
。
何
時
可
将
待
。

イ
マ
ユ
キ
ウ
　
キ
ク
モ
ノ
l
l
モ
ガ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ギ
ブ
セ
ノ
ト

十
の
ー
∽
㌶
今
往
而
。
賓
物
酎
毛
我
。
明
日
香
川
。
春
雨
零
両
。
瀧
澤
消
音

チ乎
。

∧
此
膏
と
前
の
朝
霞
春
日
云
々
の
苛
は
少
し
後
の
こ
と
は
り
め
け
り
か
く

す
か
た
意
を
こ
の
め
る
よ
り
や
ゝ
－
′
～
後
の
世
ふ
り
は
出
来
し
な
ら
ん
∨

（
全
集
巻
二
の
八
五
頁
）

前
歌
、
忌
部
首
黒
麻
呂
、
寧
楽
官
（
聖
武
）
天
平
の
こ
ろ
の
歌
。
春
近
き
こ

ろ
の
雪
を
梅
と
見
ま
ど
う
と
し
た
見
立
て
の
巧
み
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。巻

十
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
前
者
、
「
朝
霞
」
と
い
う
枕
詞
を
お
い
て
月
を

描
い
て
、
「
朝
」
G
と
「
夕
」
月
を
相
対
し
た
好
み
を
「
後
の
世
ふ
り
」
と
し

て
い
る
と
思
う
。

次
に
後
者
に
つ
い
て
、
武
田
曲
者
博
士
は
、
川
に
寄
せ
た
望
郷
の
歌
で
、

「
春
雨
の
降
っ
て
は
げ
し
く
流
れ
る
瀬
の
音
を
想
像
し
て
い
る
の
が
、
具
体
的

で
よ
い
。
」
　
（
『
増
訂
万
葉
集
全
註
釈
』
巻
八
の
六
〇
頁
）
と
評
さ
れ
、
私
も

真
淵
の
理
想
と
し
た
歌
の
範
疇
か
ら
遠
く
は
ず
れ
た
歌
と
い
う
程
で
は
な
い
と

思
う
の
で
あ
る
が
、
真
淵
は
、
「
今
」
に
対
す
る
「
明
日
香
川
」
の
「
明
日
」

を
「
後
の
世
ふ
り
」
の
巧
み
と
し
て
い
る
と
恩
う
の
で
あ
る
。

文
、
古
歌
の
修
辞
と
し
て
独
自
の
位
置
を
占
め
る
枕
詞
・
序
詞
に
つ
い
て
も

次
の
よ
う
な
も
の
に
に
「
巧
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

○
　
枕
　
詞

真
淵
は
、
枕
詞
は
本
来
音
調
を
調
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

－269－



「
音
し
か
よ
へ
は
幽
に
つ
1
く
を
興
と
す
る
冠
辞
の
例
也
、
」
　
（
「
冠
軍

考
」
全
項
巻
玉
の
一
四
三
頁
頭
雷
）

と
い
っ
て
い
る
が
、

T
上
つ
世
の
冠
辞
は
次
の
語
に
か
ゝ
る
の
み
に
て
、
余
情
の
こ
も
る
事
は
な

か
り
L
を
、
飛
鳥
藤
原
の
官
の
こ
ろ
に
至
り
て
は
、
漸
さ
る
さ
ま
も
出
来
に

け
り
、
」
　
（
同
右
全
集
巻
五
の
l
七
五
頁
）

と
、
枕
詞
の
用
法
が
内
容
的
達
接
に
次
第
に
推
移
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て

い

る

。

そ

し

て

、

　

　

　

　

′

ノ

…

デ

一

t

　

　

　

要

カ

ナ

り

ナ

ム

七
の
l
崇
蒔
紫
之
。
＜
冠
辞
∨
名
嵩
涌
之
。
愛
子
地
。
袖
耳
触
而
。
不
疾
香
将
成
。

に
つ
い
て
、
「
袖
耳
仙
而
」
を
＜
こ
は
冠
辞
よ
り
か
く
い
ひ
下
せ
る
也
V
と
い

ひ
、
＜
か
く
冠
辞
の
意
を
下
ま
く
も
い
ひ
下
す
は
奈
良
に
至
り
て
の
革
に
て
古

へ
な
ら
す
∨
　
（
全
項
竺
一
の
二
八
五
五
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
紫

之
」
は
本
来
「
名
高
浦
之
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
が
（
「
冠
辞
考
」
全
隻
巻

玉
の
二
三
三
真
）
、
「
袖
」
に
も
「
紫
之
」
示
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
・
こ
れ
を
巧
み
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
田
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
奈
良
に
入
っ
て
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

輿
枕
詞
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
音
調
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
こ
こ
で
ふ
れ

て
お
く
と
、
軍
楽
嘗
（
型
式
）
天
平
八
年
の
遣
新
羅
使
・
八
の
歌
に
つ
い
て
、

十
五
の
山
喜
安
住
左
良
墾
和
裁
布
爾
波
弓
牢
。
和
須
穏
我
比
。
興
世
使
う

於
鋭
紐
。
於
任
那
之
良
奈
美
。

＜
比
布
も
お
け
れ
お
き
つ
な
と
か
ざ
ね
た
る
た
く
み
長
覇
と
ゝ
も
に
後
の

世
ぶ
り
な
る
も
の
な
り
∨
（
全
集
巻
二
の
三
八
〇
葛
）

と
い
っ
て
い
る
が
、
「
後
の
世
ぶ
り
」
と
し
て
い
る
の
は
、
頭
韻
を
ふ
ん
で
作

ら
れ
た
巧
み
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
受
真
淵
の
理
想
は
、
こ
の
よ
う
に
作
意

7
㌧
・
、
′
　
　
　
∵
　
の
目
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

○
　
序
　
詞

序
詞
に
つ
い
て
も
枕
詞
と
同
様
の
観
察
を
下
し
て
い
る
。

「
新
採
石
首
解
」
に
於
い
て
、

十
一
の
思
う
足
日
木
之
。
山
鳥
乃
尾
乃
。
四
垂
尾
乃
。
長
永
夜
乎
。
一
鴨
将

指
。

＜
右
の
上
の
句
は
庭
に
し
て
、
磐
を
か
ね
た
る
に
や
と
恩
ひ
し
に
、

今
も
た
ゞ
序
と
の
み
す
る
そ
、
古
意
な
る
べ
き
、
∨
（
全
集
巻
四
の
四
〇

二
貰
）

と
あ
る
。
「
長
し
」
を
出
す
序
と
し
て
の
み
理
解
し
て
古
意
に
迫
る
こ
と
が
出

カ
タ
ウ
タ

来
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
、
序
詞
は
＜
片
歌
て
ふ
体
の
如
く
、
二
句

l
ニ
句
の
み
に
て
い
ひ
は
た
し
ゝ
を
、
其
の
ち
五
句
の
祭
尊
と
す
る
世
と
な
。

て
＝
…
上
に
其
こ
ゝ
ろ
に
ま
ど
ひ
な
か
ら
ん
詞
を
設
t
、
五
句
の
調
を
た
し
、

一
首
を
も
か
ぎ
る
∨
（
同
右
）
も
の
で
あ
る
と
・
い
っ
て
い
る
。

タ
ラ
チ
ネ
ノ
　
ハ
、
が
二
二
7
コ
ノ
　
；
イ
モ
サ
　
イ
キ
ッ
考
ワ
タ
り
　
り
が
コ
フ
ル

十
三
の
記
法
†
帯
乳
根
兵
。
母
之
養
蚕
之
。
眉
隠
。
気
密
喝
　
雪
恋
。

コ
コ
p
′
ウ
チ
ヲ

心
中
乎
。
～

ハ

ヽ

が

カ

フ

コ

ノ

　

　

　

ー

4

と
あ
る
序
詞
に
つ
い
て
、
十
二
の
崇
－
垂
乳
根
之
。
母
数
壁
蚕
乃
。
眉
田
。
馬

プ

　

セ

　

ク

モ

7

ル

カ

璧
蜂
青
石
花
蜘
蛎
荒
喝
　
異
母
二
不
相
両
。
と
比
較
し
、
旨
空
に
つ
い
て
、

＜
詞
ふ
る
く
く
、
且
い
ぶ
せ
く
も
看
る
て
ふ
序
な
る
を
、
V
と
い
い
、
こ
の
歌

に
つ
い
て
は
、

＜
こ
⊥
は
い
ぶ
せ
き
意
を
以
て
い
き
づ
き
て
ふ
序
と
せ
し
後
の
寄
也
、
∨

－270－

（
全
項
巻
一
の
一
九
〇
頁
）

と
い
う
。
こ
の
序
詞
は
他
に
巻
十
一
の
和
合
雲
人
麻
呂
歌
集
）
に
も
あ
り
、
本

来
「
い
ぶ
せ
し
」
に
か
か
る
成
句
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
例
で

．
は
そ
の
「
い
ぶ
せ
L
L
を
背
後
に
ふ
ま
え
て
「
い
き
づ
く
し
め
「
い
」
尭
罵
「
紅



Ⅶ
瀾
瀾
瀾
凋
q
l
l
狛
J
引
再
引
針
孔
有
畑
新
穂
封
引
か
で
も
有
言
故
、
l
瞥
十
三
の
故

・
ン
・
・

1
・
て
・
し
J
す
1
ン

、
で
あ
り
「
後
の
寄
」
と
い
っ
て
も
奈
良
初
と
み
て
は
い
る
と
思
う
。
）

さ
て
、
以
上
あ
げ
て
来
た
「
巧
」
を
真
淵
は
後
世
ぶ
り
の
要
素
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
巧
」
の
入
り
た
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
と
り
あ

げ
て
い
う
所
は
か
ね
が
ね
古
撰
と
す
る
六
巻
以
外
で
あ
り
且
つ
売
良
の
歌
が
多

く
、
枕
詞
に
つ
い
て
は
奈
艮
に
い
た
り
て
と
あ
る
こ
と
に
上
っ
て
み
れ
ば
、
ほ

ぼ
奈
艮
初
で
あ
る
と
み
て
い
る
と
し
て
い
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
「
う
つ

ろ
ひ
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
節
、
以
上
い
う
如
き
「
巧
」
は

歌
の
発
展
に
必
然
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
否
定
胡
姿
勢
で
の
み
見
る
こ

と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
、
真
淵
は
、
こ
の
時
期
に
歌
風
の
変
忍
の
l
つ
の
区
切

り
を
み
て
い
る
㍉
こ
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
で
は
「
巧
」
の
介
在
に
よ
っ
て
古
歌
か
ら
失
わ
れ
た
も
の
と
は
何
か
。

真
淵
は
こ
れ
を
、
古
歌
の
し
ら
べ
と
い
う
こ
と
で
説
明
す
る
て
と
が
多
㌧
以

下
あ
げ
る
用
例
ほ
こ
れ
を
証
明
し
て
く
れ
る
と
思
う
。
又
、
今
ま
で
あ
げ
て
来

た
「
巧
」
の
例
の
説
明
で
は
こ
ら
さ
ら
「
し
ら
べ
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と

を
避
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
何
れ
も
「
し
ら
べ
」
を
妨
げ
る
「
巧
」
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
も
説
明
す
る
こ
と
が
田
来
る
。
そ
こ
で
以
下
「
し
ら
．
へ
」
に
つ
い

て
述
べ
た
い
の
で
あ
る
が
、
今
は
年
代
判
定
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
「
巧
」

と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
位
置
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

真
淵
は
、
し
ら
．
へ
が
時
代
に
よ
っ
て
推
移
す
る
点
に
注
意
し
て
い
る
が
、
古

歌
の
し
ら
べ
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
を
一
口
で
い
え
ば
歌
沌
性
で
あ
る

と
思
う
。
（
歌
語
性
と
は
、
音
楽
性
と
の
関
係
に
於
い
て
生
ず
る
l
つ
の
屈
性

で
あ
り
、
文
字
に
托
す
る
「
読
む
」
文
学
に
対
し
て
聞
く
文
学
と
し
て
の
性
格

を
美
瑛
形
式
の
上
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
）

即
ち
、
真
淵
は
、

「
い
に
L
へ
の
歌
は
調
を
も
は
ら
と
せ
り
、
う
た

（
「
い
に
し
ヘ
ム
り
」
校
本
真
淵
全
集
九
六
七
貢
）

と
い
っ
て
お
り
、
音
調
声
調
と
い
っ
た
よ
う
な
音
楽
的
外
形
的
意
味
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
「
し
ら
べ
そ
の
も
の
に
本
質
的
な
文
芸
価
値

を
認
め
た
と
い
ふ
よ
り
は
、
上
古
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
う
た
ふ
も
の
で
あ
る
が

故
に
『
し
ら
．
へ
』
を
重
ん
ず
べ
き
で
あ
る
と
云
つ
C
居
る
の
で
あ
」
　
（
突
方
清

博
士
　
「
近
世
歌
論
の
体
預
と
畏
相
口
」
、
「
日
本
文
芸
研
究
」
第
十
巻
第
四

号
）
　
っ
て
、
こ
の
し
ら
べ
に
つ
い
て
は
表
現
形
式
両
か
ら
の
考
察
が
試
み
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
が
巧
み
と
共
に
真
淵
の
年
代
判
定
の
拠
り

所
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
で
は
真
淵
は
、
歌
託
性
を
具
体
的
に
は
ど
う
い
う

形
式
の
中
に
あ
る
と
し
て
い
る
か
。

○
　
発
　
語

「
凡
う
た
ふ
物
に
は
助
辞
発
語
お
の
づ
か
ら
あ
る
串
か
ら
も
や
ま
と
も
同
率

な
り
」
　
（
「
万
葉
集
遠
江
歌
考
」
巻
四
の
三
三
七
頁
）

と
い
っ
て
い
る
。
発
語
と
は
「
語
の
上
に
看
て
心
な
き
語
を
発
語
」
と
い
い
、

黒
き
を
か
ぐ
ろ
き
と
い
う
如
き
を
例
と
し
て
い
る
。
猶
、
枕
詞
に
つ
い
て
も
、

こ
と

「
ま
た
こ
の
す
か
た
の
ど
と
う
た
は
む
に
も
言
の
た
ら
は
む
と
き
ほ
、
上
に
う

る
は
し
き
こ
と
を
冠
う
し
め
て
調
を
な
ん
な
せ
り
け
る
、
」
　
（
「
冠
辞
考
序
」

全
集
巻
玉
の
一
貫
）
と
あ
り
、
先
に
「
巧
」
の
所
で
述
べ
た
七
の
ー
餌
浩
の
よ
う

に
目
で
味
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
枕
詞
の
用
法
は
、
真
淵
が
古
歌
に
見
出
し
た

歌
語
性
を
失
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

．
適
例
で
は
な
い
が
、ノ

　

　

ノ

　

　

　

コ

†

l

メ

サ

十
二
の
g
S
左
棺
隈
。
櫓
隈
河
細
。
駐
民
。
～

＜
左
の
畢
富
を
置
て
同
こ
と
を
重
ね
た
る
調
の
う
る
ほ
し
さ
…
…
∨
（
全

集
巻
一
の
三
八
七
頁
）
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と
あ
る
「
左
」
の
発
語
は
、
「
怜
隈
」
の
く
り
返
し
と
共
に
歌
語
性
を
形
成
す

る
も
の
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
＜
寄
て
ふ
も
の
の
み
や
び
は
こ
・
．

に
肴
め
り
、
＞
（
右
同
）
と
い
い
、
こ
う
し
た
点
に
古
歌
の
差
の
喫
素
を
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

併
せ
次
の
歌
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
家
持
の
「
天
平
十
五
年
契
来
秋
八

月
」
の
、

ナ
ビ
ケ
ル
ウ
へ
l
一
ア
キ
ノ
ヅ
ユ
オ
ケ
ツ

八
の
】
訟
↓
秋
野
蹄
。
閑
流
秋
茅
。
秋
風
爾
。
靡
流
上
師
。
秋
雷
電
有
。

に
つ
い
て
、
∧
ま
ふ
け
て
秋
を
四
つ
重
ね
た
れ
と
う
る
さ
か
ら
て
寛
の
風
し
ら

へ
お
も
し
ろ
」
（
全
集
巻
三
の
六
一
～
二
頁
）
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
「
ま
ふ
け
て
」
と
あ
る
の
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
の
徴
が
歌
語
性
を
表
現
の

上
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
い
う
の
で
は
な
く
、
古
歌
の
し
ら
．
へ
を
真

似
て
い
る
点
を
面
白
い
と
し
た
の
で
あ
り
、
前
掲
の
十
五
の
駕
的
吟
と
同
じ
く

「
巧
」
と
し
て
却
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
．
こ
の
歌
自
体
に
高
い
価
値

を
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
時
代
に
は
既
に
こ
う
し
た
こ
と
を

「
ま
ふ
け
て
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
、
古
歌
の
し
ら
べ
の
失
わ
れ
た
時
代
と

み
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

○
反
復
句

前
例
の
音
等
の
「
左
檜
隈
。
檜
隈
河
固
。
」
、
又
、

す
キ
ナ
が
′
チ
チ
′
チ
ス
ダ
コ

十
三
の
お
岩
～
息
良
之
。
遠
智
能
小
菅
。
～
息
長
之
。
遠
知
能
子
菅
。

＜
同
言
を
二
度
い
ふ
は
古
覇
の
常
に
く
、
た
ゞ
打
喝
ふ
る
す
ら
し
た
し
く

め
で
た
き
を
、
う
た
ひ
け
ん
時
を
思
ひ
は
か
石
．
へ
し
、
∨
（
全
集
巻
一
の

二
二
六
頁
）

土
の
ー
○
叫
足
日
木
乃
。
山
之
四
付
二
。
妖
得
跡
。
曹
立
所
姑
。
山
之
四
附

二
。

附
臥
駈
軋
齢
陸
に
払
同
じ
層
を
1
か
l
tさ
わ
い
滋
は
、
こ
．
漣
を
七
た
し
く
す
る
に
て
う
ひ
あ
げ
た

、
一
1
．
1
．

る
時
、
′
い
と
も
身
に
入
て
覚
ゆ
べ
き
な
り
、
∨
（
「
万
葉
新
探
百
首
解
」

全
集
巻
四
の
三
九
三
頁
）

と
、
同
言
の
く
り
返
し
を
古
歌
の
歌
語
性
に
根
ざ
し
た
表
現
と
み
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
し
て
ー
日
に
「
う
た
ひ
あ
げ
た
る
時
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
る
場
合
に
は
諾
わ
れ
た
と
も
み
て
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
謡
わ
れ

た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
表
現
が
歌
謡
性
に

基
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
上
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

そ
し
て
注
意
す
．
へ
き
例
は
、
大
来
皇
女
の
御
作
歌
、

二
の
ー
〇
融
撃
。
飢
評
髭
酢
畢
欝
雪
欝
翫
訂
。
裏
票

二
の
ー
票
欲
見
。
雪
隷
耳
毛
。
不
有
醇
。
奈
何
可
来
計
武
。
馬
疲
醇
。

＜
同
し
さ
ま
に
て
言
を
少
し
か
へ
た
る
は
、
い
に
L
へ
有
し
一
つ
の
さ
ま

也
、
打
う
ひ
た
る
時
あ
は
れ
な
る
べ
し
、
＞
（
全
集
巻
一
の
一
一
四
頁
）

と
あ
る
。
古
え
の
一
つ
の
さ
ま
と
い
う
の
は
、
「
打
う
た
ひ
た
る
時
」
．
と
あ
る

ー
　
　
　
　
　
　
　
ー
L
　
　
－
．
1
（
．
．
t
、
j

の
を
み
る
と
、
「
奈
何
可
采
訂
武
。
君
毛
不
有
爾
。
」
　
に
対
す
る
　
「
君
毛
。

－272細・・

ナ
ク
一
一

有
爾
。

ミ
†
ク
ホ
り
り
が
ス
ル
さ
ミ
モ
丁
ラ
ナ
ク
一
一
ナ
ー
て
ン
カ
キ
ケ
ム
　
　
　
ウ
マ
ヅ
カ
ラ
．
：
t

番
有
爾
l
。
奈
何
可
宛
計
武
。

」
と
く
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
l
の
三
宝
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
歌
と
み
て
い
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
二
首
は
一
つ
の
気
縛
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
つ
の
単
位
を
持
つ
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
考
え
、
歌
語
性
を
示
す
特
徴
と
考
え

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
真
淵
は
、

「
さ
て
古
へ
は
恩
ふ
事
多
き
時
は
長
歌
を
よ
め
り
。
又
短
歌
も
数
多
く
い
ひ

て
心
を
は
た
せ
L
も
有
。
後
の
人
は
多
く
の
等
を
短
歌
一
つ
に
い
ひ
入
ぬ
れ

ば
、
ち
い
さ
き
ゑ
袋
に
物
多
く
こ
め
た
ら
ん
如
く
し
て
、
心
は
い
や
し
く
し

ら
べ
歌
の
如
く
も
あ
ら
ず
な
り
布
ぬ
。
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全
集
九
七
七
上
入
貢
）

と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
そ
し
て
歌
話
性
は
古
歌
の
大
ら
か
な
寮

現
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

○
　
塁
　
句

オ
ト
′
l
モ
　
　
ナ
ノ
モ
モ
タ
ユ
ズ

二
の
】
宗
～
昔
耳
母
。
名
耳
毛
不
絶
。
～

＜
音
と
名
は
同
し
事
に
落
れ
ど
も
、
重
ね
い
ふ
ほ
文
也
、
∨
（
仝
明
高
一

の
一
三
二
頁
）

ハ
ル
ノ
ハ
ノ
．
γ
〆
キ
が
ゴ
ト
ク
オ
モ
へ
ワ
シ
．
イ
モ
t
t
ハ
T
y
P
・
タ
ノ
ノ
ー
，
レ
　
■
，

二
の
巳
○
～
春
罪
之
。
茂
之
知
久
。
念
右
之
。
妹
老
雄
有
。
頂
重
た
。
鋸
博

一

一

ハ

7

レ

ド

耐
暑
班
有
。
－

＜
言
を
か
へ
て
Ⅲ
わ
い
ふ
ぞ
文
な
る
、
∨
（
全
集
巻
一
の
一
四
八
H
）

サ
が
t
ネ
ノ
　
　
’
t
ネ
t
　
ソ
　
グ
．
ら

十
四
の
霊
の
柑
相
模
耐
乃
。
乎
葉
蘭
見
所
久
恩
。
～

丁
十

＜
乎
美
禰
は
詔
ね
云
て
調
べ
の
文
と
為
也
、
∨
　
（
全
集
巻
一
の
四
二
三

頁
）

こ
れ
ら
何
れ
も
歌
詞
性
に
立
脚
し
て
い
る
表
現
と
し
て
、
盛
旬
を
m
偏
し
て

丁
ヤ

い
る
言
と
考
え
て
い
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
「
文
」
は
「
文
苛
の
か
ざ
り
、
お

も
し
ろ
み
」
　
（
古
語
辞
典
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
真
淵
は
こ
れ
を
「
巧

」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
表
頭
が
歌
語
性
に
根
ざ
し
て
い
る
古

歌
の
自
ず
と
も
っ
た
し
ら
べ
の
お
も
し
ろ
さ
を
い
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出

来
る
と
患
う
。

○
　
伝
語
句

タ
カ
シ
ル
ヤ
　
ア
メ
ノ
ミ
カ
ゲ
・
丁
ノ
y
ル
ヤ
　
　
ヒ
　
ノ
ミ
カ
ゲ
ノ
　
ヅ
ミ
コ
ツ
ハ

一
の
S
～
高
知
也
。
天
之
御
蔭
。
天
知
也
。
日
之
御
影
乃
。
水
許
曾
波
。
、
－

＜
右
は
上
つ
代
よ
り
唱
へ
伝
た
る
古
言
を
、
事
に
つ
け
て
あ
や
に
い
ひ
な

せ
る
也
け
り
、
．
∨
（
全
集
巻
一
の
四
五
頁
）

と
い
う
。
即
ち
、
塵
句
と
関
係
も
あ
る
が
、
真
淵
が
右
に
続
け
て
、
＜
祝
詞

に
、
雨
脚
癖
が
報
，
扇
へ
彗
彗
各
吼
融
即
射
例
蔭
恥
剛
鋸
か
了
も
有
、
・
∨
（
同

右
）
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
祝
詞
な
ど
の
表
現
か
ら
出
て
い
る
伝
詩
句
を
ふ

ま
え
た
表
甥
と
し
て
こ
れ
を
み
、
や
は
り
歌
篭
性
を
助
け
る
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

○
　
対
　
句

対
句
自
体
に
つ
い
て
明
言
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
巻
十
三

の
歌
の
作
歌
年
代
を
判
定
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
他
の
巻
の
年

代
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
比
較
し
て
判
定
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う

が
、
こ
れ
ら
を
真
淵
の
い
う
時
代
順
に
並
．
へ
て
み
る
と
い
う
と
、
特
に
長
歌
に
こ

於
い
て
は
、
反
眉
句
か
ら
塵
旬
へ
、
そ
し
て
対
句
へ
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
表

現
の
推
移
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
面
か
ら
も
、
如
上
の
表
甥
形
式
が

歌
沌
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
ら
か
ら
み

れ
ば
、
真
淵
は
対
句
も
注
意
す
べ
き
表
現
形
式
と
み
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
以
上
述
．
へ
た
こ
と
の
み
で
は
終
ら
な
い
。
次
の
こ
と
は
詳
し
く
頃
を

立
て
て
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
今
は
古
歌
を
歌
託
性
と
い
う
画

か
ら
理
解
し
て
い
た
と
い
う
説
明
の
一
端
と
し
て
の
み
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

歌
は
古
く
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
担
不
整
正
句
が
出
て
く
る
の
で
あ
る

が
、
真
淵
は
、
例
え
ば
十
三
の
箆
呂
が
「
～
五
・
七
・
七
・
七
」
と
結
ば
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

＜
此
所
に
五
言
二
句
な
き
は
、
・
…
：
古
苛
の
例
也
、
か
ゝ
る
女
苛
に
し
も

し
か
有
は
、
う
た
ふ
に
よ
し
有
し
な
る
べ
し
、
＞
（
全
集
巻
一
の
一
八
六

頁
）

と
い
っ
て
い
る
。
或
い
は
、
人
麻
呂
の
歌
で
、

三
の
堅
粟
路
之
。
野
島
之
前
乃
。
溝
鼠
蘭
。
～
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l，く

ト、壬

丁
ハ
ヂ

∧
粟
路
こ
れ
は
、
あ
は
ぢ
の
と
四
言
に
よ
む
な
り
、
古
歌
に
四
富
の
句
多

き
は
、
う
た
ふ
時
声
を
引
て
、
五
言
の
調
を
も
な
す
と
み
ゆ
、
∨
（
「
万

葉
新
撰
百
百
解
」
全
等
巻
四
の
四
一
八
頁
）

と
い
っ
て
い
る
の
も
、
歌
謡
性
の
嬰
崇
を
背
景
に
於
い
て
理
解
し
て
い
る
と
増

え
た
い
と
思
う
。

以
上
古
歌
の
歌
語
性
を
、
そ
の
表
現
の
形
式
に
分
類
し
て
述
べ
て
来
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

「
滞
見
原
藤
原
官
の
比
に
及
て
、
葦
の
調
か
た
く
成
ぬ
か
ら
串
多
く
交
り
行

ま
1
に
、
寛
け
き
此
間
ぶ
り
は
や
1
お
と
ろ
へ
ん
と
す
る
め
り
、
」
　
（
全
銀

巻
一
の
三
九
〇
頁
頭
容
）

と
麿
串
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ゆ
た
け
き
し
ら
べ
は
牢
え
よ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
「
巧
」
が
介
在
し
て
来
た
と
理
解
す
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
歌
語
性
を
其
淵
の
理
想
と
す
る
時
代
の
歌
の

表
現
の
特
徴
と
し
て
把
起
し
て
い
る
と
恩
う
。

寛
す
る
に
、
以
上
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
良
初
を
歌
風
変
麗
上
の
一
つ

の
区
切
り
と
し
た
真
淵
の
考
察
が
み
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敬
啓

性
の
失
わ
れ
て
い
っ
た
最
後
の
時
代
と
し
て
、
ほ
ぼ
奈
良
初
に
区
切
り
を
み
て

い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
万
葉
集
大
考
」
の
時
代
区
分
に
あ
て
は
め

て
い
え
ば
、
①
～
④
に
あ
た
る
所
ほ
ほ
は
歌
議
性
具
備
の
時
代
、
◎
以
後
は
、

真
淵
の
理
憩
と
す
る
時
代
を
中
心
に
す
れ
ば
、
痍
古
的
時
代
と
み
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
（
．
こ
の
擬
古
的
と
い
う
こ
と
は
甚
淵
の
言
で

は
な
い
が
、
真
淵
の
い
う
所
か
ら
こ
う
よ
う
に
名
づ
け
て
み
て
も
大
き
く
誤
っ

て
ほ
い
な
い
と
思
う
。
）

真
淵
は
、
大
凡
の
基
準
を
こ
の
歌
括
性
（
古
歌
程
歌
語
性
を
治
厚
に
具
館
し

っ
て
、
年
代
判
定
を
し
て
い
る
の
で
溝
る
と
思
う
。
が
、
今
迄
述
べ
た
こ
と
で

推
測
さ
れ
る
如
く
、
具
体
的
年
代
を
指
示
し
た
滝
の
が
あ
っ
て
も
大
体
諭
で
し

か
な
い
。
土
屋
文
明
氏
が
、
簸
淵
の
年
代
判
定
は
彼
の
感
受
性
の
し
か
ら
し
む

る
所
で
あ
っ
て
、
彼
の
い
う
所
を
信
ず
る
か
信
ぜ
ざ
る
か
の
二
両
し
か
な
い
よ

う
に
見
え
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
（
「
万
葉
集
に
於
け
る
真
淵
の
年
代

判
定
に
つ
い
て
」
、
『
万
環
境
私
見
』
所
収
）
、
こ
の
間
の
事
情
を
述
べ
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

結
局
、
真
如
転
、
巻
一
二
一
・
十
三
・
十
l
・
十
二
・
十
四
を
一
ま
と
ま
り

と
し
て
と
ら
え
た
時
の
形
態
上
の
統
一
性
整
正
性
を
強
く
重
ん
じ
（
拙
稿
「
万

斑
鳩
に
於
け
る
本
文
批
評
の
方
法
」
、
「
文
学
語
学
」
二
十
号
に
お
い
て
も
真

淵
の
統
一
性
m
l
l
三
性
を
皿
ん
じ
る
態
度
に
少
々
ふ
れ
て
お
い
た
）
、
そ
れ
と
古

歌
の
郡
思
を
歌
捕
性
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
相
倹
っ

て
、
古
郡
万
難
空
へ
鶴
説
が
出
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
六
巻
中
に
は
奈
良

初
以
後
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
捨
象
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
大
ま
か
で
あ
っ
て
、
こ
こ
を
指
摘
す
れ
ば
、
昔
撰
万
葉
集

六
巷
説
は
意
味
の
な
い
説
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
古
歌
を
歌
語
性

と
い
う
こ
と
で
と
ら
え
て
、
其
淵
の
理
想
の
万
葉
歌
風
を
そ
こ
に
求
め
、
そ
れ

の
転
換
期
を
奈
良
初
に
み
て
い
る
こ
と
に
一
意
鶉
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

今
は
．
、
年
代
未
詳
歌
の
年
代
判
定
の
基
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
に
真
淵
が
古

歌
に
と
ら
え
た
歌
語
性
が
指
摘
出
来
は
し
な
い
か
と
、
そ
の
点
に
中
心
を
お
い

て
述
べ
て
み
た
の
で
あ
る
。

－　274－

！．て

中
る

辛
い
j
七
と
寓
も
骨
受
l
と
「
万
葉
莫
大
考
」
の
歌
風
変
遊
侠
と
に
よ

（
註
）
、
図
に
し
て
示
し
て
お
く
。

－
山
口
宇
部
短
期
大
学
講
師
－

、
、
1
．
鵬



古
撰
万
事
頭
－

一
息
古
塁
．
言

1
巻
十
一

十

東　　明作明作ら作
の者の者か者
短年長年な年
歌代歌代巻代

不　不　明

年
代
共
に
不
明
の
巻
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
は
ぷ
い
た
に
づ

歌

岩
の
中
、
人
麻
呂
の
歌
勇
の
歌
を
真
淵
は
除
い
て
い
る
。
猶
、
巻
十
は
作
者

歌
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
統
一
性
整
正
性
を
重
視
す
る
真
淵
と
し
て
は
考

慮
の
一
つ
と
し
て
い
る
と
恩
う
。
同
じ
様
に
、
巻
七
に
止
少
数
な
が
ら
藤
原

卿
（
「
代
匠
記
」
に
房
前
と
し
て
い
る
）
と
作
者
名
を
も
っ
た
歌
が
あ
る
こ

と
が
、
古
駅
で
は
な
い
と
し
た
判
断
の
資
料
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
六
・
十
二
・
十
五
）

－
　
宇
部
短
期
大
学
講
師
1
－

し

「
式
亭
三
馬
の
文
体
」
研
究
ノ
ー
ト

1

－

叙

述

の

若

干

の

類

型

丁

1

－
斯

・

株

　

不

　

二

　

彦
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川
柳
の
、

持
参
金
あ
ば
た
多
少
に
わ
り
が
有
（
人
語
）

花
抑
の
ほ
う
そ
う
よ
け
は
持
参
金
（
八
篇
）

又
、
小
野
高
誼
字
義
（
三
馬
作
）
の
、

疇
　
ふ
き
l
り
キ
う

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
些
戸
庶
民
の
、
持
参
金
に
対
す
る
考
え
方
に
、
共
通
の
も

の
（
通
念
）
の
あ
る
等
が
わ
か
る
。
こ
の
通
念
を
と
ら
え
る
行
き
方
は
、
時
代

の
文
体
の
基
本
形
（
註
1
）
を
つ
く
り
上
げ
る
仕
事
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
で
、
「
持
参
金
あ
ば
た
多
少
に
あ
り
が
有
」
と
い
う
句
は
、
他
の

「
花
抑
の
ほ
う
そ
う
よ
け
は
特
参
金
」
と
い
う
句
と
比
べ
る
と
、
「
持
参
金
」

に
対
す
る
、
作
者
の
反
応
の
示
し
方
に
共
通
す
る
所
が
あ
る
に
し
て
も
、
力
点

tosho-seibi-repo
長方形




