
方
別
、
1
国
別
が
配
列
噂
l
感
因
訊
咄
J
笥
嵐
朝
恩
甜
調
到
Ⅵ
村
中
訂

け
れ
ど
、
当
時
必
ず
し
も
一
役
的
で
な
か
っ
た
方
法
を
採
用
し
、
更
に
風
土
感

情
を
考
屈
し
て
、
勅
撰
集
の
一
巻
を
全
部
名
所
歌
で
統
一
的
に
編
嘉
し
た
の
は

定
家
の
創
意
で
あ
る
と
い
っ
て
良
か
ら
う
。

註新
勅
撰
集
は
岩
波
文
庫
本
に
依
る
。

T
）
巻
十
一
以
後
を
恋
、
雑
に
あ
て
た
の
は
後
拾
遺
集
に
例
が
あ
る
。
但

し
そ
れ
は
恋
四
巻
、
雑
六
巻
で
あ
る
。

（
2
）
　
（
2
）
　
（
4
）
拙
稿
「
八
代
集
の
名
所
に
つ
い
て
」
日
本
文
芸
研
究

十
一
巻
一
号
。

（
告
「
旭
陽
道
備
前
以
西
。
及
南
海
西
海
≡
遠
国
。
迫
撃
海
路
一
。
「
（
延

書
式
、
巻
十
l
、
太
改
官
）
。
和
歌
、
物
語
に
も
例
は
多
い
。

（
6
）
新
紡
撰
集
の
高
菜
歌
は
歌
仙
歌
集
の
あ
る
も
の
以
外
は
、
蔑
莫
集
か

ら
正
接
と
っ
て
を
る
様
で
あ
る
。
風
巻
景
次
郎
「
新
古
今
時
代
」

二
二
四
－
二
二
九
頁
。
．

（
7
）
前
掲
拙
稿
。

（
8
）
敦
元
元
四
十
九
1
四
廿
三
、
五
五
、
五
十
一
、
以
下
垂
元
二
六
廿
五

迄
処
々
に
見
え
る
．
。

．
－
大
阪
府
立
山
太
高
校
1

金

　

子

　

金

　

治

　

郎

良
基
遵
歌
論
の
付
合
に
つ
い
て

138

は
　
じ
　
め
　
に

良
基
の
連
歌
表
現
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
そ
の
方
法
に
関
す
る
面
を
整
理

し
て
き
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
こ
こ
に
付
合
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
み
た

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
付
合
の
問
題
は
、
連
歌
に
独
自
な
方
面
で
あ
っ
て
、
連

歌
表
頭
論
の
中
心
的
な
分
野
を
な
し
て
い
る
。
自
然
良
基
の
運
歌
論
智
も
こ
の

方
面
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
が
多
く
、
豊
富
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
整
理
を
行
っ
て
み
た
い
。

付
合
論
の
方
法
に
関
す
る
画
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
付
合
に
よ
っ

て
ど
ん
な
風
体
美
が
実
現
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
方
面
に
は
触
れ
な
い
。
付
合
に

ょ
っ
て
実
現
さ
れ
る
風
体
巽
を
問
題
に
す
る
前
に
、
付
合
と
い
う
表
現
作
用
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
．
で
あ
る
。
付
合
と

い
う
表
現
作
用
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
が
、
付
合
論
の
方
法
と
な
り
、
そ
れ
に

ょ
っ
て
風
体
美
の
追
求
も
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
風
体
美
を
云
々
す
る

以
前
の
基
掟
的
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
付
合
に
対
す
る
認
諒
の
仕

方
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
、
付
合
論
を
構
築
し
て
い
る
閑

h

ノ

′

l

H

仁
㌫
㍗
私
㌫
私
豊
狂
首
線
凱
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係
の
術
語
を
問
題
に
す
る
ー
j
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
術
語
が
ど
ん
な
概
念
を
持

ち
、
付
合
と
い
う
表
現
作
用
の
ど
こ
を
ど
ん
な
に
把
起
し
て
い
た
か
が
問
題
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
識
者
に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
の
だ

が
、
良
基
の
連
歌
表
現
論
を
、
良
基
の
麦
望
息
誠
に
即
し
て
正
確
化
理
解
す
る

た
め
に
は
、
や
は
り
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
お
よ
そ
三
つ
に
搾
ら
れ
る
。
第
一
は
、
付
合
に
お
け
る
付
け
る
と
い

う
作
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
第
二
は
、
付
合
を
成
立
さ
せ
る
諸
要
件
に
つ
い

て
、
第
三
は
、
付
合
の
い
ろ
い
ろ
な
構
造
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
た
か
で
あ
る
。

一

付

　

　

　

合

付
け
る
作
用
そ
の
も
の
．
を
頭
わ
ナ
に
は
、
他
動
詞
の
「
付
く
」
が
も
っ
と
も

？
け
あ
ひ

普
通
に
用
い
ら
れ
、
名
詞
「
付
合
」
も
僅
か
な
が
ら
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
に
「
寄
り
合
ふ
」
　
「
聴
り
寄
る
」
が
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

m
付
　
く

短
連
歌
時
代
か
ら
普
通
に
用
い
ら
れ
て
き
た
基
本
的
な
術
語
で
あ
る
。
大
和

ヽ

　

ヽ

物
語
の
「
よ
み
が
た
か
る
べ
き
す
ゑ
を
つ
け
さ
せ
む
と
く
」
（
檜
塩
哲
、
俊
親

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

碍
脳
の
「
心
の
こ
り
て
、
つ
く
る
人
に
い
ひ
は
て
さ
す
る
」
な
ど
を
始
め
、
歌

論
・
私
歌
集
な
ど
の
連
歌
関
係
の
記
事
・
詞
書
な
ど
か
ら
多
く
の
用
例
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
良
基
謹
歌
論
で
も
こ
の
伝
統
的
な
術
語
が
も
っ
と
も
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
ふ
ほ
挙
げ
な
い
が
、
後
で
引
く
い
く
つ
か
の
例
文
に
よ

っ
て
推
察
し
て
い
七
ゞ
け
る
と
思
う
。

こ
の
「
付
く
」
自
身
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
用
法
と
い
う
以
上
に
特
に
注

意
す
べ
き
点
は
認
め
ち
れ
な
い
。
た
だ
良
基
以
前
に
存
心
た
か
せ
思
わ
れ
る
禰

吾
で
、
す
で
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
は
あ
る
。
続
詞
花
集
の
聯
歌
の
軍

に
、
「
あ
る
山
ぶ
し
の
歌
の
す
ゑ
を
・
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
も
と
を
つ
き
け
る
」

と
あ
る
の
は
、
四
段
の
「
継
ぐ
」
と
解
さ
れ
る
例
で
、
万
葉
巻
八
の
妄
句
を

つ統
ぎ
て
」
を
想
起
さ
せ
る
軒
の
で
あ
る
。
し
か
し
統
詞
花
其
の
他
の
例
は
、
す

ヽ

　

ヽ

べ
て
下
二
段
の
「
付
く
」
で
あ
る
か
ら
、
「
も
と
を
つ
き
け
る
」
は
、
不
琴
で

あ
る
。
こ
れ
と
違
っ
て
八
雲
御
抄
に
次
の
例
が
あ
る
。
「
校
本
八
雲
御
抄
と
そ

の
研
究
」
に
よ
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

た
ゞ
上
旬
に
く
も
下
旬
に
く
も
い
ひ
か
け
つ
れ
ば
、
い
ま
な
か
ら
を
つ
ゞ
け

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

、

、

、

る
な
り
（
立
党
本
・
前
田
本
は
、
つ
ゞ
け
ら
る
）
・

と
あ
る
。
「
つ
ゞ
け
る
な
り
」
は
い
か
に
し
て
も
不
審
で
、
あ
る
い
は
「
つ
け
ゝ

る
な
り
」
の
誤
写
で
あ
っ
た
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
も
し

別
本
の
「
つ
ゞ
け
ら
る
」
が
確
か
な
用
法
で
あ
か
た
と
す
れ
ば
、
注
意
す
べ
き

例
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
僻
遠
抄
・
連
理
秘
抄
に
、
中
比
（
後
鳥
羽
院
よ
り

前
の
時
代
）
に
は
連
歌
の
こ
と
を
「
つ
ゞ
け
歌
」
と
呼
ん
だ
と
記
し
て
い
る
か

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ら
で
あ
る
。
「
つ
ゞ
け
歌
」
と
「
つ
ゞ
け
ら
る
」
に
開
運
が
あ
る
と
考
え
ち
れ

る
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
「
つ
ゞ
く
」
　
（
他
動
詞
下
二
段
）
の
用
法
が
存
し
た

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
二
例
は
、
ど
ち
ら
も
不
充
分
な

例
で
あ
っ
た
が
、
と
に
か
く
ど
ち
ら
も
良
基
違
歌
論
に
は
な
く
、
「
付
く
」
が

一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
そ
れ
以
前
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
r
．
寄
り
合
ふ
」

「
取
り
寄
る
」
な
ど
が
萱
場
す
る
の
で
あ
る
。

似
寄
り
合
ふ

良
基
遍
歌
論
に
頻
出
す
る
「
寄
合
」
の
語
は
、
多
く
名
詞
「
寄
4
合
ひ
」
で

あ
る
が
、
（
こ
れ
は
後
に
扉
り
あ
げ
る
）
、
そ
の
中
に
「
寄
り
合
ふ
」
と
動
詞

に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
た
と

え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
酎
酎
馴
集
射
断
臥
咄
靭
湖
融
璃
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ヽ

　

ヽ

①
万
葉
に
都
を
と
を
み
い
た
づ
ら
に
ふ
く
と
云
事
、
興
あ
り
て
寄
合
隼
㌢

（
堅
豪
抄
）

ヽ

　

ヽ

㊥
心
ガ
オ
モ
シ
P
ク
寄
合
ナ
リ
。
（
九
州
問
答
）

ヽ

　

ヽ

㊥
四
手
二
寄
合
タ
ル
様
．
ニ
テ
心
ガ
ノ
ク
也
。
（
同
）

ヽ

　

ヽ

◎
一
句
面
白
く
寄
合
候
べ
く
供
。
（
下
草
）

前
の
「
付
く
」
と
違
っ
て
、
付
け
る
作
用
を
自
動
的
な
も
の
と
し
て
把
拉
し
た

と
て
ろ
に
著
し
い
特
色
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
付
け
る
作
用
そ
の
も
の
を
指

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
少
し
注
意
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
付

け
る
作
用
そ
の
も
の
を
抽
象
的
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
付
く
関
係
を
成

立
さ
せ
る
詞
と
か
心
と
か
の
契
機
を
踏
害
え
、
そ
の
上
に
付
く
関
係
の
成
立
す

る
こ
と
を
「
寄
り
合
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
。
　
①
の
本
歌
、
　
◎
の
心
が
そ
の

契
機
と
な
る
も
の
で
、
こ
れ
な
ど
前
記
の
指
摘
が
よ
く
寧
え
、
こ
こ
に
は
挙
げ

な
か
っ
た
が
他
に
も
そ
の
例
は
多
い
。
　
◎
の
「
四
手
二
寄
合
タ
ル
」
も
そ
う

解
す
．
へ
き
も
の
で
あ
る
。
　
④
は
抽
象
的
に
付
け
る
作
用
そ
の
も
の
を
指
す
よ

う
で
あ
る
が
、
や
は
り
準
じ
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
結
局
こ
の
「
寄
り
合

ふ
」
は
、
付
く
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
契
機
に
対
す
る
認
識
が
深
く
な
り
、

そ
の
機
能
を
重
視
し
、
そ
れ
に
即
し
て
付
け
る
作
用
を
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

刷
取
り
寄
る

前
項
の
「
寄
り
合
ふ
」
よ
り
も
、
さ
ら
に
付
く
関
係
の
契
機
に
即
し
た
の
が

「
取
り
寄
る
」
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

○
前
句
I
I
ト
リ
寄
所
、
又
本
署
寄
合
ア
ラ
ン
時
、
名
所
ヲ
せ
テ
ル
べ
キ
也
。

（
九
州
）

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

○
こ
の
句
に
は
こ
れ
こ
そ
取
（
上
る
）
べ
．
き
所
よ
と
見
え
て
、
さ
し
出
（
た
）

ら
む
詞
に
て
も
、
寄
合
に
く
も
を
日
に
か
け
七
、
（
僻
l
哩
。
校
合
連
理
）

後
者
の
例
は
、
・
僻
産
で
は
単
に
「
取
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
例
も
「
こ
と
麺
を

ヽ

　

ヽ

あ
ら
ぬ
様
に
ひ
き
達
て
と
り
た
る
も
」
　
（
僻
遠
）
の
よ
う
に
見
え
、
ま
た
「
む

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

か
へ
ば
と
ト
ム
詞
に
と
り
よ
か
ら
ん
と
て
、
池
の
鏡
を
よ
せ
た
る
」
（
撃
哲

の
ど
と
く
、
「
取
る
」
と
「
寄
せ
る
」
に
分
解
し
て
用
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の

「
取
り
寄
右
」
の
用
例
は
　
「
寄
り
合
ふ
」
よ
り
も
少
い
。
あ
ま
り
に
付
く
関

係
の
契
機
に
即
し
す
ぎ
て
い
て
、
「
付
く
」
の
抽
象
化
さ
れ
た
用
法
か
ら
違
い

が
、
「
寄
り
合
ふ
」
と
同
じ
よ
う
に
、
付
く
関
係
を
成
立
さ
せ
る
契
機
を
重
視

し
、
そ
れ
に
深
い
注
意
を
向
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

因
付
　
合

付
け
る
作
用
そ
の
も
の
を
名
詞
化
し
た
「
付
合
（
つ
け
あ
ひ
）
」
も
、
僅
か

な
が
ら
出
頭
し
て
い
る
。
前
の
「
寄
り
合
ふ
」
　
「
取
り
寄
る
」
が
、
付
く
関
係

の
分
析
的
把
塩
を
元
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
名
詞
化
は
、
総
括
的
概
念

化
の
傾
向
を
元
す
も
の
で
あ
る
。
良
基
達
歌
論
で
確
か
な
も
の
は
、
次
に
挙
げ

る
二
例
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

○
運
歌
は
句
作
も
心
も
古
物
に
て
朕
へ
共
、
つ
け
あ
ひ
に
よ
り
て
新
く
聞
候
事

納
得
仕
供
託
（
下
草
。
了
俊
の
詞
）

ヽ

　

ヽ

○
又
付
合
は
十
方
よ
り
取
寄
べ
き
也
。
皆
人
近
日
一
方
よ
り
上
る
や
う
に
見

ゆ
、
し
か
る
．
へ
か
ら
す
。
（
十
問
責
秘
抄
）

（
右
の
外
、
平
松
本
智
運
抄
に
二
例
あ
る
が
、
東
北
大
本
知
遅
抄
の
該
当
個
所

に
見
え
な
い
点
が
、
用
例
と
し
て
弱
い
。
）

こ
の
「
つ
け
あ
ひ
」
は
、
も
？
と
も
広
く
用
い
ら
れ
た
「
付
く
」
か
ら
来
て
、

ヽ

　

ヽ

複
合
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
「
付
合
は
十
方
上
り
取
寄
べ
き
也
」
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
「
取
り
寄
る
」
よ
り
も
統
括
的
な
概
念
を
な
し
て
い
る
。
良
基
に
あ

っ
て
は
、
晩
年
の
著
作
に
僅
か
に
現
わ
れ
る
が
、
．
後
世
も
っ
と
も
広
く
使
用
さ
．

一．140－

れ
る
も
の
で
あ
る
。



こ
の
総
儀
的
概
念
化
の
傾
向
一
と
い
い
、
前
の
「
罷
り
合
ふ
」
「
取
り
寄
る
」

に
見
る
分
析
的
傾
向
と
い
い
、
付
け
る
作
用
に
対
す
る
認
識
の
深
化
成
長
を
窺

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
次
に
挙
げ
る
付
合
の
詩
体
を
め
ぐ
っ

し

て
か
な
り
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。

〓

　

付

合

の

諸

体

艮
基
の
遍
歌
論
書
に
は
、
付
合
の
詩
体
に
つ
い
品
々
の
名
西
を
立
て
て
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
名
目
を
立
て
る
基
準
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
そ

の
命
名
や
説
開
∵
作
例
な
ど
を
換
討
し
て
行
く
と
、
付
合
に
つ
い
て
の
認
識
が

よ
く
わ
か
る
。
ま
ず
全
体
を
展
望
し
て
続
い
て
そ
の
基
準
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
．

回
【
僻
遵
抄
・
連
理
秘
抄
】
平
付
・
四
手
・
且
農
・
心
付
・
詞
付
・
痩
付
・
余

×

　

　

　

　

　

　

　

　

×

　

X

情
・
対
揚
（
相
対
）
・
引
違
・
隠
題
・
本
歌
・
本
説
・
名
所
・
異
物
・
狂

句
（
晶
は
主
と
し
三
句
の
上
に
つ
い
て
説
く
も
の
。
よ
っ
て
除
外
す

る
。
）

㈲
【
荘
叢
抄
】
集
景
物
・
除
景
物
・
対
揚
・
引
遠
・
本
文
・
名
所
・
異
物
・
韻

字
（
外
に
初
学
・
秀
逸
・
例
語
・
和
漢
・
発
句
・
脇
句
が
あ
る
が
、
付
合
の

名
目
で
は
な
い
。
・
）

×

㈲
【
筑
波
問
答
】
幽
玄
体
・
風
情
句
・
眺
望
句
・
本
歌
句
・
古
事
句
・
心
付
句
・
詞
付

×

　

　

×

　

　

X

句
・
対
揚
句
・
歌
寄
合
句
・
て
に
は
の
妹
・
季
替
句
妹
・
誹
藷
・
鬼
語
・
狂

句
・
初
学
体
（
×
印
は
風
体
ま
た
一
句
に
関
す
る
も
の
。
除
外
す
る
。
）

刷
【
知
適
抄
】
　
（
東
北
大
本
）

．
て
に
を
は
六
の
次
第
＝
歌
て
に
は
・
心
て
に
は
・
詣
放
て
に
を
は
・
か
け

て
に
は
・
捨
て
に
は
・
と
が
め
て
に
は
。

て
に
を
は
三
種
＝
．
一
（
た
が
ひ
て
に
は
∵
‥
サ
だ
れ
て
に
は
・
分
て
に
は
。
）

・
重
く
に
は
。

六
の
句
作
＝
思
ひ
句
・
分
句
・
か
け
句
・
遣
句
・
風
情
の
句
・
退
句

五
体
＝
‖
秋
の
月
の
山
の
端
に
の
ぞ
む
が
ど
と
し
（
遠
見
の
体
）
・
∽
舟

の
遠
島
に
う
き
し
づ
む
が
ど
と
し
（
慈
愛
体
）
・
㈱
隣
に
さ
ゞ
め
串
を

す
る
が
ど
と
し
（
異
説
体
）
・
初
秋
の
風
万
葉
を
吹
な
び
か
す
る
が
ど

と
し
（
長
語
の
体
）
・
㈲
絵
書
女
の
人
を
な
や
ま
す
が
ど
と
し
（
思
覚

体
）
。

．
（
括
弧
の
中
は
、
伝
宗
祇
著
、
連
歌
諸
鉢
秘
伝
抄
が
標
示
す
る
名
目
）

こ
の
中
で
も
っ
と
も
代
表
的
な
昔
を
揃
え
七
い
る
の
は
、
僻
遠
・
連
理
の
ナ

五
体
で
、
こ
れ
に
は
簡
単
な
説
明
も
あ
っ
て
そ
の
意
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な

る
。
後
世
の
伝
宗
祇
著
「
違
歌
秘
伝
抄
」
に
挙
げ
ら
れ
て
有
名
に
な
る
付
様
人

体
は
、

平
付
・
四
手
付
7
風
情
付
・
心
付
・
詞
付
・
坦
付
・
相
対
付
・
還
付

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
部
僻
違
・
遠
理
の
十
五
体
に
含
ま
れ
て
い
る
。
（
風
情

付
＝
景
気
、
遠
付
＝
引
違
）
。
撃
芸
・
筑
地
の
詩
体
も
僻
遠
・
連
理
に
通
じ
る

も
の
が
多
い
・
墜
豪
に
は
説
明
と
例
句
が
あ
っ
て
も
っ
と
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
・

筑
波
は
名
目
だ
け
の
列
挙
で
あ
る
か
ら
、
僻
遠
・
連
理
に
⊥
致
す
る
名
目
正
二

応
同
一
と
見
な
す
に
し
て
も
、
名
目
は
類
似
し
て
も
同
l
・
か
別
か
判
別
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
総
体
的
に
見
て
、
以
上
の
≡
書
に
は
共
通
性
が
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
知
導
抄
の
名
目
は
、
か
な
り
特
異
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
中
「
て
に
を
は
六
の
次
第
」
同
「
三
種
」
は
、
撃
豪
の
韻
官
の
発
展
で
あ

り
、
筑
波
問
答
の
「
宅
に
は
の
鉢
」
も
、
説
明
は
な
い
が
同
じ
問
題
か
と
思
わ

れ
、
こ
れ
は
共
通
性
封
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
六
の
句
作
」
「
五
体
」
の
名

目
の
立
て
方
は
違
っ
て
い
る
。
こ
と
に
比
喩
を
表
に
立
て
て
い
る
五
体
に
は
、

料
合
の
作
用
と
と
も
に
風
体
へ
の
活
目
も
あ
っ
・
て
十
分
に
分
化
し
た
名
目
で
は
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な
い
。
特
に
切
「
舟
0
遠
島
に
」
は
全
l
く
風
体
烙
け
で
あ
っ
て
、
除
外
す
．
へ
ぎ

も
の
で
あ
る
。
「
六
の
句
作
」
　
「
五
体
」
の
名
目
を
、
僻
遠
・
連
理
や
撃
哀
・

筑
波
の
名
目
に
引
き
あ
て
1
み
る
と
、
多
少
ず
れ
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
お

よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

恩
ひ
句
－
▼
心
付
。
　
分
句
1
四
手
。
　
風
情
の
句
1
景
気
、

遣
句
…
1
眺
望
（
こ
　
　
の
秋
月
山
端
1
選
句
…
1
眺
望
（
？
）

㈱
隣
家
私
語
1
詞
付
。
　
初
秋
風
万
葉
1
集
景
物
　
制
桧
書
女
1
景
気

こ
の
外
に
、
「
か
け
句
」
「
退
句
」
が
あ
る
が
、
前
者
は
衣
り
成
し
て
付
け
る

も
の
、
後
者
は
「
か
け
て
に
は
」
縁
語
な
ど
で
転
ず
る
も
の
で
、
僻
遠
等
に
見

え
な
か
っ
た
名
目
で
あ
る
。

付
合
詩
体
の
屋
塁
で
あ
っ
た
が
、
次
に
こ
れ
ら
の
名
目
を
立
て
る
基
準
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
結
論
的
に
い
う
と
、
大
き
く
二
つ
の
基
準
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
句
の
内
容
・
素
材
・
用
語
な
ど
の
要
累
に
着
目
し
、
そ
こ
に
付
合
を

成
立
さ
せ
る
契
機
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
付
合
の
要
件
と
略

称
す
る
。
他
の
一
つ
は
、
前
句
と
付
句
と
が
ど
ん
な
構
造
的
な
関
係
で
付
い
て

い
る
か
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
付
合
の
塾
と
略
称
す
る
、
前
者
を
一
類
と

し
、
後
者
を
二
類
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
昆
望
し
た
名
目
を
分
類
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。
名
目
は
透
っ
て
も
同
じ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
括

し
て
い
る
。

一
類
（
付
合
の
要
件
）

○
心
付
（
a
・
C
）
－
恩
ひ
句
（
d
）

○
詞
付
（
a
・
C
）
－
隣
家
私
語
（
d
）

韻
字
（
b
）
「
七
に
は
の
沐
（
C
）
－
て
に
を
は
六
の
次
第
・
同
三
種

（d）

・
0
景
気
（
a
）
1
風
情
句
（
C
・
d
）
－
桧
雪
女
（
d
）

※
　
　
　
　
　
　
　
　
媒

．
眺
望
句
（
C
）
－
這
句
（
d
）
－
秋
月
出
端
・
（
d
）
．

本
歌
（
a
・
C
）
－
歌
寄
合
句
（
C
）

本
説
（
a
）
本
文
（
b
）
1
古
等
句
（
C
）

名
所
、
（
a
・
b
）

二
現
（
付
合
の
塾
）

○
平
付
（
a
）
。

〇
四
手
（
a
）
。
－
集
景
物
（
b
）
。
・
1
分
句
（
d
）
。
－
秋
風
万
葉

（
d
）
。

除
景
物
〔
b
）
。

○
増
付
（
a
）
。

余
情
（
a
）
。

○
対
揚
（
相
対
）
　
（
a
・
b
・
C
）
。
－
季
挙
句
妹
（
C
）
。

○
引
違
（
a
・
b
）
。

か
け
句
（
d
）
。

退
句
（
d
J
。

（
誉
印
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
該
当
す
る
か
と
思
う
も
の
。
○
印
は
伝
宗
祇

の
連
歌
秘
伝
抄
の
付
様
人
体
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
）

こ
こ
に
分
類
し
た
多
く
の
名
目
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
な
も
の
は
後
に
説
明
を

加
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
一
類
の
韻
字
（
て
に
を
は
）
は
、
句
末
に
く
る

語
句
に
着
目
し
、
そ
れ
が
付
合
の
成
立
に
な
ん
ら
か
の
機
能
を
果
た
す
と
考
え

る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
し
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
（
国
文

学
故
第
二
十
三
号
。
「
良
基
逗
歌
論
に
お
け
る
『
て
に
を
は
』
の
意
義
」
）

三
　
付
合
の
　
要
件

一
炉
の
諸
名
目
は
、
句
l
を
構
成
す
る
内
容
・
素
材
・
用
語
な
ぜ
の
要
素
が
1
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瑠
皇
当
字
付
合
を
成
立
さ
せ
る
契
操
と
な
る
も
の
で
あ
り
た
が
、
そ
の
点
を
具
体
的
に
考

・
察
す
る
の
が
、
こ
こ
で
の
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
付
合
の
成
立
に
参
加

す
る
要
件
を
分
析
的
に
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
分
析
的
認
識
の
点

よ
h
フ
あ
ひ

で
顕
著
な
発
達
を
元
し
た
の
が
寄
合
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
寄
合
に
つ
い
て

こ
あ
て

考
え
て
み
た
い
。
第
三
に
小
宛
に
触
れ
た
い
。
こ
れ
は
付
合
に
参
加
す
る
要
件

の
ど
こ
を
ど
う
掴
む
か
の
問
題
で
あ
る
。

第
一
の
具
体
的
点
検
で
は
、
心
付
と
詞
付
を
主
と
し
て
扱
っ
て
み
た
い
。
後

世
も
っ
と
も
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
る
名
目
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
良
基
に
お
け

る
用
法
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

山
心
　
付

僻
導
・
道
理
に
「
詞
・
寄
合
を
す
て
ゝ
、
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
に
て
付
べ
し
」
と

開
明
さ
れ
、
ま
た
、

一
向
詞
の
縁
も
よ
り
合
も
な
く
て
、
心
ば
か
り
に
く
も
す
る
な
り
。
た
と
へ

ば
、
「
狼
の
ひ
が
た
」
と
い
ふ
に
、
「
道
春
て
ゆ
く
」
な
ど
付
け
ば
、
浦
の

あ
ひ
し
ら
ひ
も
詞
の
縁
も
な
く
て
、
心
ば
か
り
の
付
．
へ
き
也

と
、
や
や
具
体
的
に
も
述
．
へ
て
い
る
。
漁
が
引
い
て
干
拓
が
現
わ
れ
た
と
い
う

前
句
の
意
想
（
心
）
を
受
け
て
、
そ
の
た
め
に
い
つ
も
の
街
道
を
通
ら
な
い
で

干
拓
を
通
る
と
付
け
た
場
合
で
あ
る
。
前
句
の
意
想
を
契
機
に
す
る
だ
け
で
、

詞
の
縁
や
寄
合
を
取
ら
な
い
の
が
心
付
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
・
い
っ
て
、
お
よ
そ
付
合
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
前
句
と
付
句
と

は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
意
想
上
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。
詞
や
寄
合
だ

け
で
付
い
て
、
意
想
上
の
ま
と
ま
り
が
全
然
な
い
場
合
は
よ
ほ
ど
の
特
例
で
あ

る
。
「
心
付
な
ら
ぬ
句
は
あ
る
べ
か
ら
す
」
で
あ
っ
て
、
心
も
付
く
の
が
一
般

の
場
合
で
あ
る
。
た
だ
一
般
の
場
合
は
、
詞
の
縁
と
か
あ
る
い
は
寄
合
と
か
が

伴
う
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
件
ガ
な
い
も
の
を
特
に
心
付
と
呼

ん
で
区
別
し
た
わ
け
で
あ
る
。

切
詞
　
付

こ
れ
は
「
よ
り
あ
ひ
（
心
）
を
す
て
ゝ
、
こ
と
票
の
た
よ
り
に
て
付
る
也
」

（
僻
遠
。
校
合
遅
讐
　
と
あ
る
重
の
だ
が
、
二
つ
の
点
か
ら
検
討
を
要
す

る
。
一
つ
は
、
寄
合
も
心
も
捨
て
る
と
い
う
が
、
寄
合
は
と
に
か
．
く
、
心
も
捨
て

て
詞
だ
け
で
付
く
と
は
、
実
際
に
は
ど
う
い
う
こ
．
と
か
。
竺
一
抹
、
詞
で
付
く

の
と
、
前
句
付
句
に
縁
語
を
耽
る
こ
と
と
は
、
同
じ
か
区
別
さ
れ
る
か
の
開

題
で
あ
る
。
詞
付
の
具
体
的
な
説
明
と
思
わ
れ
る
次
文
に
つ
い
検
討
し
て
み
よ

く

ノ

0

仮
令
、
・
「
山
の
い
ほ
り
に
す
み
な
る
ゝ
」
と
い
ふ
句
あ
ら
は
、
「
け
ふ
又
く

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

1

1

1

、

、

、

　

。

る
ゝ
」
な
ど
い
ふ
詞
ば
か
り
に
て
も
付
べ
き
也
。
す
み
な
れ
た
る
心
の
又
の

字
に
て
あ
る
ぺ
け
れ
ば
な
り
。
（
僻
遠
）

こ
れ
は
、
「
す
み
な
る
こ
と
い
ふ
継
続
の
状
態
を
、
重
ね
る
意
の
「
又
」
の

字
へ
詞
）
で
受
け
と
め
た
点
を
詞
で
付
け
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
．
の
例
の
限

ヽり
で
は
寄
合
は
た
し
か
に
な
い
。
し
か
し
心
の
点
で
は
、
立
派
に
ま
と
ま
り
を
見

せ
て
い
る
。
心
も
捨
て
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
っ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
こ

の
例
の
よ
う
に
、
「
又
」
の
字
（
詞
）
に
よ
っ
て
、
前
句
の
「
す
み
な
る
ゝ
」

を
生
か
し
て
い
る
場
合
、
「
又
」
と
い
う
特
別
な
詞
で
受
け
と
め
る
点
を
重
視

し
て
、
そ
れ
を
特
に
詞
付
と
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
縁
語
を
取
る
場
合
と
の
区
別
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
違
歌
秘
伝
抄
で

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

1

1

　

　

　

、

、

　

　

　

、

は
、
「
な
が
き
と
云
に
な
は
と
付
、
上
る
と
云
に
糸
と
付
」
け
る
の
が
詞
付
だ

と
説
明
す
る
か
ら
で
、
こ
れ
だ
と
、
前
句
付
句
に
縁
語
を
配
す
る
の
が
詞
付
だ

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
縁
語
は
、
前
句
付
句
に
表
現
上
の
均
整
は
も
た
ら

す
が
、
意
想
上
の
ま
と
ま
り
に
直
接
参
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
、

「
又
」
と
い
う
詞
が
意
想
上
の
付
く
関
係
の
成
立
に
直
接
参
加
し
て
い
る
の
と
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は
別
で
協
る
。
詞
付
が
縁
語
も
含
む
場
合
が
良
基
に
全
然
な
か
っ
た
寸
は
断
言

で
き
な
い
が
、
前
の
具
体
側
か
ら
考
え
る
と
、
縁
語
を
含
ま
な
い
「
又
」
の
字

の
場
合
の
ご
と
き
が
、
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
与
と
思
う
。

㈹
景
気
・
眺
望
句

ヽ

　

ヽ

僻
導
・
連
理
の
景
気
の
説
明
に
、
「
こ
れ
（
は
）
眺
望
な
ど
（
の
）
お
も
し

ろ
き
体
を
つ
く
べ
し
」
と
あ
り
、
眺
望
句
も
同
種
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
景
気
は
、
付
句
の
叔
東
的
内
容
に
章
目
し
た
名
目
で
あ
っ
て
、
そ
の
叔
農

が
前
句
（
抒
情
に
し
ろ
叙
丑
に
し
ろ
）
と
の
問
に
意
想
上
で
も
付
く
関
係
を
保

つ
こ
と
は
、
当
然
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
心
付
・
詞
付
・
丑
気
は
、
心
・
詞
・
風
景
が
付
く
関
係
の
成
立
に
直

接
参
加
し
、
付
合
の
成
立
に
欠
ノ
l
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
中
詞
付
は
、
た
と
え
ば
「
又
」
と
い
う
詞
だ
け
抽
出
し
た
の
で
は
不
可
欠
の

条
件
と
は
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
詞
が
付
く
関
係
を
成
立
さ
せ
る
焦
点
的
役
割
を
負

う
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
の
雷
合
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
一
章
話
体
の
名
目
の
中
、
本

歌
・
本
説
・
名
所
な
ど
ほ
競
合
の
問
題
と
し
て
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
寄
合
」
の
語
は
、
良
基
迅
歌
紐
に
異
に
頻
繁
に
見
え
、
重
要
な
術
語
と
な
．
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
動
詞
と
名
詞
の
場
合
が
あ
る
。
動
詞
「
寄
り
合
ふ
」
は

よ
h
ソ
あ
ひ

前
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
の
は
名
詞
の
寄
合
で
あ
る
。
（
名
詞
の

ヽ

　

ヽ

寄
合
が
、
付
合
と
は
ゞ
開
発
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
、
僻
遠
・
連
理

ヽ

　

ヽ

に
た
ゞ
一
例
見
え
る
。
「
雷
合
は
作
者
の
風
骨
に
よ
り
て
、
か
つ
て
さ
だ
ま
れ

る
所
あ
る
べ
か
ら
す
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
）

寄
合
に
つ
い
て
は
簡
単
に
述
べ
た
い
。
「
い
の
ち
を
す
つ
る
、
生
田
河
、
常

の
寄
合
な
れ
ど
も
」
　
（
撃
豪
）
の
ど
と
く
、
前
句
の
「
い
の
ち
を
す
つ
る
」
に

対
し
、
大
和
物
思
を
典
切
に
し
て
、
付
句
に
「
崖
田
河
」
と
出
す
の
が
寄
合
で

t

ヽ

ヽ

．
ぁ
る
バ
　
「
名
所
ノ
寄
合
二
須
磨
玖
山
里
ト
云
工
柴
ト
云
物
ハ
」
　
（
九
州
）
・
の
源

ヽ

　

ヽ

氏
物
語
、
．
「
在
明
こ
う
レ
ナ
キ
ナ
ド
．
ハ
廿
レ
ル
古
寄
合
ナ
レ
ド
モ
」
　
（
十
間
）

の
古
今
集
の
よ
う
な
、
物
語
・
古
歌
を
は
じ
め
、
「
唐
の
文
、
世
俗
の
串
」

（
筑
波
問
答
）
・
の
中
で
、
特
に
関
係
の
深
い
語
句
が
雷
合
と
な
る
。

こ
の
寄
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
縁
語
も
含
ま
れ
る
か
と
思
う
。
歴
史
的
に
見
る

と
、
運
歌
の
寄
合
は
和
歌
の
　
「
よ
せ
」
　
の
発
展
し
た
も
の
と
思
う
が
、
そ
の

「
よ
せ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
縁
語
で
あ
る
。
三
五
記
鷺
本
に
、
「
歌
は
よ
せ
あ
る

が
宜
し
き
等
」
と
し
て
、
「
衣
に
は
、
た
つ
・
う
ら
」
な
ど
の
縁
語
を
あ
げ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
為
家
の
八
雲
口
伝
に
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

ヽ

　

ヽ

遡
る
と
、
潜
蹄
の
和
歌
初
学
抄
の
　
「
秀
句
」
　
が
あ
る
。
「
天
に
よ
せ
て
ほ
、

月
・
日
・
ほ
し
・
く
も
・
あ
亨
の
ほ
ら
・
あ
ま
の
が
ほ
な
ど
い
ふ
べ
し
」
以
下

多
く
を
挙
げ
て
い
る
。
上
旬
下
旬
に
そ
れ
ら
の
縁
語
を
配
置
せ
よ
と
の
要
語
で

あ
っ
た
。
．
こ
の
要
請
の
発
展
拡
大
が
遠
歌
の
寄
合
と
思
わ
れ
る
の
で
、
寄
合
に

は
縁
語
も
含
ま
れ
る
と
思
う
。
寄
合
の
最
初
の
集
大
成
で
あ
る
導
珠
合
壁
集
に

も
、
縁
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
・

寄
合
は
良
基
達
歌
論
で
重
要
な
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、
「
寄
合
は
連

歌
の
大
宗
な
り
」
　
（
落
雪
露
頭
）
と
い
う
ま
で
に
な
る
。
こ
の
寄
合
は
、
付
合

に
親
近
感
を
与
え
、
物
語
な
ど
の
情
景
を
連
想
さ
せ
、
表
現
面
に
均
整
を
与
え

る
な
ど
、
磁
々
な
る
効
用
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
付
合
の
成
立
へ
の

参
加
の
仕
方
を
見
る
と
、
．
物
語
や
故
串
な
ど
を
媒
介
に
し
な
い
と
付
合
の
成
立

し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
ま
た
も
っ
て
も
な
く
て
も
付
合
は
成
立
す
る
と
い
っ

た
類
の
も
の
も
あ
る
。
付
合
の
成
立
に
正
接
参
加
す
る
も
の
と
、
付
合
の
成
立
に

対
し
て
は
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
も
の
と
の
別
が
あ
る
。
し
か
し
後
者

の
ど
と
き
場
合
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
親
近
感
・
連
想
美
・
均
整
美
な
ど
を
も

た
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
、
付
合
の
重
要
な
苛
埠
革
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と
な
？
た
の
で
あ
る
。

方
向
に
関
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

L
　
ハ
、
1
　
1
－
∵
受
J
す
ノ
ぷ
音
読
摂
濁

こ
あ
て

第
三
の
小
宛
の
問
題
は
、
諸
家
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
簡
単
に
触
れ

る
。
寄
合
が
、
古
歌
・
物
語
・
詩
文
な
ど
に
典
拠
を
求
竺
皇
恩
味
で
視
野
の
拡

大
で
あ
っ
た
に
対
し
、
小
宛
は
付
合
の
得
点
化
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
心
・

詞
・
寄
合
な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
図
書
寮
本
知
遵
抄
に
よ

る
と
、
夜
の
明
け
る
と
い
う
句
に
烏
を
付
け
る
と
き
は
、
鳴
く
体
を
す
る
．
の
が

心
の
小
宛
で
あ
り
、
梨
に
杖
は
普
通
の
寄
合
だ
が
、
親
の
子
を
打
つ
杖
と
い
う

句
に
梨
を
付
け
て
は
寄
合
の
小
塙
に
そ
む
く
。
詞
の
小
宛
と
は
、
「
老
の
浪
」

と
す
る
に
は
前
句
に
「
没
の
肝
要
の
詞
」
を
必
軍
と
す
る
ご
と
き
だ
と
い
う
。

焦
点
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
を
放
し
く
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
は
要
す
る
に
、
付
合
の
成
立
に
参
加
す
る
顎
崇
に
つ
い
て
の
分
析
的
な

把
塩
が
進
み
、
そ
れ
ら
が
正
し
く
参
加
す
る
た
め
の
条
件
（
小
宛
）
．
に
も
及

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
付
合
に
対
す
る
認
識
の
深
化
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

四
　
付
　
合
　
の
　
型

二
類
に
挙
げ
た
諸
体
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
句
と
付
句
の
問
の
付
合
．

関
係
が
ど
ん
な
構
造
を
と
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
に
薄
目
し
た
も
の
で
、
付
合

の
構
造
的
な
型
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
体
は
、
さ
ら
に
二
踵
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
、
平
付
に
対
し
て
、
対
揚
（
相
対
）
・
引
遠
を
対
試
さ
せ
る
も
の

で
、
こ
れ
ら
は
構
造
に
お
け
る
表
現
の
方
向
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
一

つ
は
、
四
芋
に
対
し
て
、
増
付
・
．
余
情
を
対
置
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
構

造
に
お
け
る
距
離
に
関
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
除
景
物
は
埋
付
に

畏
近
す
る
も
の
、
「
か
け
句
」
　
「
退
句
」
は
転
ヂ
る
手
法
で
あ
っ
て
、
や
は
り

④
方
向
に
関
す
る
も
の
。

判
付
　
こ
れ
は
「
様
も
な
く
、
見
る
所
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
付
」
け
る
も
の
だ
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
見
る
様
に
こ
も
れ
る
所
も
な
く
、
目
と
あ
ら
ば
山

の
秋
風
と
も
、
花
と
あ
ら
は
峯
の
霞
と
も
、
加
様
の
物
を
ち
と
も
ほ
た
ら
か

さ
で
、
景
気
眺
望
を
見
る
様
に
有
興
て
付
る
」
　
（
辟
学
・
遠
望
　
と
あ
る
の

が
、
叙
景
の
場
合
を
例
に
し
た
が
平
付
に
当
た
る
よ
う
で
あ
る
。
「
見
る
所
を

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

あ
り
の
ま
1
」
と
い
い
、
「
ち
と
も
は
た
ら
か
さ
で
」
が
注
目
さ
れ
る
。
前
句

の
表
現
の
方
向
に
添
っ
て
同
趣
同
傾
向
の
句
を
付
け
、
そ
の
間
に
こ
と
さ
ら

な
趣
向
を
用
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

矧
讐
相
可
l
　
こ
れ
は
「
春
に
秋
朝
に
夕
山
に
野
な
ど
の
た
ぐ
ひ
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
相
対
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

引
薗
　
「
月
の
硬
に
雨
を
こ
ひ
、
花
の
句
に
風
を
し
の
ぶ
類
也
」
と
あ
る
。
風

雅
の
常
識
に
あ
え
て
運
行
す
る
例
で
あ
る
。

こ
の
両
者
は
、
前
句
の
表
現
の
方
向
に
す
な
お
に
随
順
し
な
い
で
、
そ
れ
に

対
立
し
た
り
逆
行
し
た
り
す
る
。
平
付
が
同
方
向
に
随
順
す
る
に
対
し
、
こ
れ

は
逆
な
方
向
を
志
向
す
る
。
鴇
ち
ろ
ん
そ
の
対
立
も
逆
行
も
、
こ
と
さ
ら
に
設

け
る
趣
向
で
、
全
体
と
し
て
は
付
く
関
係
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

別
1
刷
矧
・
週
倒
　
詳
し
い
作
例
が
あ
る
が
省
略
す
る
。
前
者
は
後
世
の
い
わ
ゆ

る
「
取
り
成
し
付
」
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
か
け
で
に
は
」
や
縁
語
に
よ
っ
て

句
境
を
転
ず
る
も
の
で
あ
る
。
対
揚
、
引
遠
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
が
、
表
班

の
方
向
を
変
え
る
点
で
、
平
付
と
は
全
く
異
な
り
、
置
く
と
す
れ
ば
、
対
揚
・

引
達
の
側
に
置
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑧
精
留
に
関
す
る
も
の
。

四
割
　
説
明
に
「
た
し
た
に
き
り
く
み
た
る
」
も
の
だ
と
あ
る
。
筑
波
問
答
に
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．
ポ
「
幽
玄
な
る
お
も
か
げ
そ
ひ
た
L

L
．
こ
．
－
・
．
1
．
．
，
．
－
．
．
．
、
．
′
．
I
h
－
J
I
，
．
r
．
－
t
．
・
．

一
，

も
「
い
か
に
も
寄
合
の
か
ず
四
手
に
付
」
け
る
も
、
の
と
説
い
て
い
る
。
．
「
寄
食

の
か
ず
」
　
「
た
し
か
に
き
り
く
む
」
と
は
、

°

　

°

　

0

　

0

　

0

　

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

△

　

△

　

△

手
枕
の
な
み
だ
ま
ざ
れ
で
を
く
露
に

△

△

　

　

　

　

　

°

°

e

°

°

あ
き
や
か
な
し
き
人
や
恋
し
き
　
　
　
（
撃
豪
）

の
よ
う
に
、
〓
対
（
○
○
印
と
△
△
印
の
）
の
関
係
を
結
ぶ
ど
と
き
も
の
が
そ

の
例
で
あ
る
。
前
句
と
付
句
の
付
合
が
緊
密
で
、
両
者
の
問
に
な
ん
ら
間
隔
が

な
い
。
矧
。
劇
捌
・
釧
倒
・
柳
風
万
感
な
ど
み
な
こ
れ
で
あ
る
。

開
封
捌
　
撃
豪
抄
に
、
前
述
の
矧
劇
鋤
と
対
し
て
説
く
も
の
で
、
「
先
句
の
景

物
多
と
き
肝
要
を
日
に
か
け
て
月
蝕
を
す
つ
る
」
と
あ
る
。
雷
合
に
上
る
付
合

の
緊
班
感
を
減
ら
し
て
行
く
も
の
で
、
四
手
の
息
苦
⊥
さ
よ
り
い
く
ぷ
ん
ゆ
と

り
が
出
て
く
る
。

喝
付
　
こ
れ
は
「
う
へ
に
は
伺
か
ね
様
に
て
し
た
に
（
は
）
ふ
か
き
こ
1
ろ

あ
り
」
と
説
明
さ
れ
、
ま
た
、

い
づ
く
い
か
に
と
付
た
る
や
ら
む
せ
お
ば
ゆ
る
を
、
よ
く
7
＼
案
ず
れ
ば
、

を
の
づ
か
ら
決
き
心
の
あ
ら
ほ
れ
て
幽
玄
な
る
お
も
か
げ
そ
ひ
て
、
い
ざ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

L
か
理
あ
り
（
う
づ
み
）
て
、
下
に
ふ
か
く
付
た
る
（
僻
遠
。
校
合
連
理
）

と
説
ぺ
も
の
も
そ
れ
に
当
た
る
。
僻
遠
で
「
理
あ
り
て
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
．

遅
理
秘
抄
で
は
「
う
．
つ
み
て
」
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
四
手
の
よ
う
に
表
面
に
．

現
わ
れ
た
寄
合
の
緊
密
さ
が
な
く
、
一
見
疎
遠
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
四
手

と
増
付
と
は
、
「
さ
さ
め
ど
と
」
で
著
名
に
な
る
親
句
・
疎
旬
の
ご
と
き
も
の

と
考
え
て
、
ほ
ぼ
よ
い
か
と
思
う
。

創
廟
　
こ
れ
は
「
い
さ
⊥
か
い
は
れ
ぬ
様
な
る
に
、
よ
せ
ひ
の
あ
り
て
お
も
し

ろ
き
也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
い
さ
⊥
か
い
は
れ
ぬ
様
」
　
は
、
墟
付
の

「
う
へ
に
は
付
か
ね
様
」
の
説
明
に
近
く
、
「
よ
せ
ひ
あ
り
て
」
は
、
増
付
の

一
「
囲
受
な
る
お
も
か
げ
そ
ひ
た
し
㌔
．
に
近
似
す
る
。
｛
余
情
L
r
と
七
た
と
ー
⊥
ろ
′

．
亡
で
ー
r
∴
4
－
・
1
・
・
い
・
∴
”
．
ぺ
．
′
し
〃
J
h
‘
′
レ
い
P
l
r
し
け
し
い
‘
暮
し
せ
・
H
l
l
ら
仁
．
t
〃
－
1
い
l
J
上
ヽ
い
．
ド
h
ト
′
P
．
1
ァ
一
．
I
r
け
・
l
一
㌢
い
P
G
L
レ
ン
・
い
∵
′
′
1
1
l
・
・
l
（
、
け
り
・
l
J

に
、
こ
れ
そ
し
て
の
特
徴
は
あ
る
が
、
構
造
的
関
係
か
ら
い
う
と
、
・
墟
付
と
同

じ
く
一
見
疎
遠
な
関
係
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。
・
選
歌
秘
伝
抄
で
、
塩
付
だ

け
を
立
て
て
、
余
情
を
挙
げ
な
い
理
由
も
そ
の
へ
ん
に
あ
っ
た
か
と
思
う
。

結
局
、
前
句
と
付
灯
の
構
造
的
な
関
係
に
あ
っ
て
、
四
手
は
密
接
で
距
離
の

な
い
も
の
、
墟
付
・
余
情
は
、
一
見
疎
遠
で
距
離
の
あ
る
も
の
で
、
親
句
・
疎

句
の
術
語
は
用
い
な
か
っ
た
が
、
同
様
の
観
点
か
ら
付
合
の
構
造
的
関
係
を
把

捉
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
㊨
ほ
付
合
の
構
造
を
表
現
の
方
向
と
い
う
観
点
か
ら

準
え
、
⑧
は
距
離
の
観
点
か
ら
握
え
て
い
る
。
こ
の
方
向
と
距
離
と
い
う
二
つ

の
観
点
は
、
後
世
に
成
立
す
る
添
・
随
・
醗
（
放
）
・
逆
の
四
道
の
分
類
原
理

と
し
て
紙
承
さ
れ
て
い
る
。
（
俳
詣
大
辞
典
、
四
道
の
項
参
照
）
四
道
で
は
そ

の
観
点
を
名
目
の
上
に
も
示
し
て
い
る
が
、
良
基
遠
歌
論
で
は
そ
こ
ま
で
は
到

っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
多
分
に
自
然
発
生
的
な
名
目
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

う
。
し
か
し
付
合
の
構
造
に
対
す
る
か
な
り
決
い
認
識
の
存
し
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

お
　
わ
・
リ
　
に

．
概
説
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
付
合
に
対
す
る
認
識
の
基
本
的
な
問
題
は
ほ

ぼ
尽
し
た
か
と
思
う
。
付
合
の
作
用
そ
の
も
の
の
捉
え
か
た
、
付
合
関
係
の
成

立
に
参
加
す
る
要
件
へ
の
鵠
識
、
付
合
の
構
造
に
つ
い
て
の
認
識
な
ど
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
概
観
を
通
じ
て
、
艮
基
遍
歌
論
が
か
な
り
深
い
分

析
的
な
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
連
歌
表
現

論
の
方
法
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
、

ヽ

　

ヽ

凡
上
手
ノ
連
署
ハ
ノ
キ
タ
ル
様
ナ
レ
ド
そ
、
心
ガ
オ
モ
シ
ロ
ク
寄
合
ナ
リ
。
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サ
レ
．
ハ
遊
山

〃
′
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I
M
H
l
．
H
T
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M
h

音
／
　
ヨ
　
止
り
↓
ノ
．
ヒ



M
．
J
J
∴
・
㌧
∴
‘
下
手
ノ
シ
タ
ル
句
ハ
、
四
手
一
こ
苛
合
タ
ル
様
ュ
テ
心
ガ
′

」
付
合
と
い

歌
ト
浮
世
ト
ハ
拾
ガ
大
串
ナ
ル
ト
申
ハ
比
等
也
（
九
州
問
答
）

の
ど
と
き
風
体
諭
が
展
開
さ
れ
る
。
傍
点
し
た
名
目
の
外
、
「
ノ
キ
タ
ル
様
」

に
墟
付
の
観
点
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
駆
使
L
C
上
手
と
下
手
の
風
体
の
比
較

を
行
っ
て
い
る
・
こ
れ
は
一
例
妃
過
ぎ
な
い
が
、
上
述
の
分
析
的
認
識
に
よ
っ

う
し
た
意
義
を
担
う
付
合
認
識
の
方
法
を
概
観
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
明
ら

か
に
し
、
か
つ
分
類
整
理
を
試
み
た
が
、
言
及
不
足
は
随
所
に
残
さ
れ
て
い

る
。
後
日
を
期
し
た
い
。
　
　
▼
1
広
島
大
学
文
学
部
数
援
「

続
飛
．
花
落
二
葉
の
文
学

－
－
狂
　
言
　
綺
　
語
　
観
　
の
　
展

は

　

じ

　

め

　

に

前
稿
「
飛
花
落
葉
の
文
学
」
　
で
は
、
「
こ
こ
ろ
」
　
「
ま
こ
と
」
「
こ
と
わ

り
」
の
三
点
に
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
歌
人
た
ち
の

論
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
観
想
的
と
も
言
う
べ
き
面
で
認
識
さ

れ
る
こ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
の
等
質
性
の
論
の
ほ
か
に
、
行
的
と
も
言
千
へ
き

面
で
体
験
さ
れ
る
「
澄
心
」
に
つ
い
て
も
等
質
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

付
言
し
た
。
歌
人
の
論
に
よ
れ
ば
、
「
す
こ
と
」
は
澄
め
る
心
、
心
を
澄
ま
せ

ば
お
の
ず
か
ら
「
こ
と
わ
り
」
が
観
じ
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
観
想

的
と
言
い
行
的
と
言
う
の
も
所
詮
は
裏
罫
一
体
を
な
す
も
の
に
は
か
な
ら
な

ヽ

　

0

－
Y

開
1

中

　

川

　

徳

　

之

　

助

本
稿
は
、
は
じ
め
に
「
澄
心
」
の
論
に
つ
い
て
考
え
、
つ
い
で
、
「
飛
花
落

葉
の
文
学
」
に
つ
い
三
一
、
三
の
問
題
を
補
説
し
た
。
引
用
す
る
歌
論
は
」
達

す
る
以
外
、
日
本
歌
学
大
系
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

I
　
「
澄
　
　
心
」

「
寧
心
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
心
を
澄
ま
す
」
の
意
味
に
も
「
澄
む
心
」

の
意
味
に
滝
用
い
ら
れ
る
。
前
者
は
行
為
と
し
て
の
「
澄
心
」
、
後
者
は
状
態

と
し
て
の
「
嘩
心
」
で
あ
る
が
、
政
人
た
ち
は
こ
の
両
者
を
こ
と
さ
ら
に
区
別

し
て
ほ
語
っ
て
い
な
い
。

和
歌
が
心
を
澄
ま
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
歌
人
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
語
ら

れ
る
0
し
か
し
、
そ
の
寧
心
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
体
験
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
▼
・
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