
「
侍
-
」
を
と
う
し
て
み
た

八

代

集

詞

書

の

立

場

は
じ
め
に

摺
s
?
o
r
a
r
:
に
お
t
.
ち
-
*
:
*
-
昌
・
関
門
を
解
く
こ
と
は
'
靭
摺
&
蝣
>
}
い
う
も

の
の
性
杓
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
お
い
て
'
大
切
な
こ
と
と
思
う
。
そ
の
中
で

も
「
侍
り
」
の
語
法
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
ほ
'
詞
書
が
一
人
称
(
作
者
)
で
哲
か

れ
て
い
る
か
、
一
二
人
称
(
作
者
以
外
)
で
甘
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
め
ぐ
っ
て
関
前
と
な
っ
て
来
た
よ
-
で
あ
る
o
 
L
か
し
、
こ
の
「
侍
り
」
の

国
語
学
的
位
冠
が
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
た
妙
に
へ
文
学
の
場
で
単

純
に
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
-
な
っ
て
い
る
。

普
通
高
等
学
校
の
文
法
で
は
、
「
侍
り
」
は
丁
寧
の
敬
語
と
し
て
い
る
。
私

∴
は
斗
悠
1
7
し
て
t
 
j
-
4
.
J
-
v
 
t
.
;
v
;
r
-
-
v
L
」
つ
ね
に
r
-
i
ぺ
て
「
葦
小
　
印
字
に
対
す

る
丁
寧
の
気
縛
を
現
わ
す
」
の
と
言
っ
て
い
る
o
こ
の
事
行
な
っ
た
授
業
の
新

古
今
倍
[
:
詞
書
に
つ
い
て
、
作
君
の
勅
B
.
下
命
岩
へ
の
丁
寧
'
と
単
純
に
わ
り
き
っ

て
説
明
し
て
お
い
た
.
し
か
し
'
十
分
考
え
て
い
な
い
と
い
う
不
安
の
念
を
そ

見

の
教
材
が
終
わ
る
ま
で
持
ち
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
'
夏
休

み
に
は
い
っ
て
い
く
ら
か
予
裕
の
で
き
た
と
き
、
こ
の
間
冠
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
結
果
が
こ
の
小
論
で
あ
る
。

l
I

「
侍
り
」
の
働
き
に
つ
い
て
'
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
体
系
的
に
最
も
明

控
に
説
明
を
与
え
ら
れ
た
の
は
時
枝
誠
記
氏
と
恩
-
。
氏
の
<
国
語
学
原
論
∨

茨
び
<
日
本
文
法
文
語
紙
鵬
V
に
見
ら
れ
る
「
侍
り
」
の
定
葬
は
'
こ
れ
を
「
給

ふ
」
　
「
琴
る
」
な
ど
と
は
ま
っ
た
-
区
別
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
.
敬
語
の
働
き

を
二
つ
に
分
け
へ
　
「
給
ふ
」
の
よ
う
な
詞
に
属
す
る
も
の
(
氏
の
考
え
に
よ
る
)

を
「
言
語
の
素
材
の
表
現
に
現
わ
れ
た
敬
語
法
」
切
と
さ
れ
へ
　
「
侍
り
」
　
の

よ
う
な
辞
に
属
す
る
も
の
(
詞
と
し
て
の
例
き
も
認
め
ら
れ
て
い
る
)
を
「
言

語
の
主
体
的
表
現
に
現
わ
れ
た
敬
語
法
」
と
さ
れ
へ

敬
辞
法
は
明
か
に
話
手
の
頂
手
に
対
す
る
敬
譲
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
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し
て
「
-
?
・
'
r
?
丁
一
」
-
;
.
-
;
i
;
:
"
,
-
,
卜
言
一
・
豆
蝣
v
n
'
と
い
.
7
1
ん
よ
・
T
は
、
崇
材
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

上
下
詣
皐
の
関
係
の
認
説
で
あ
り
'
話
手
の
わ
き
ま
へ
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、

実
は
敬
苦
心
そ
の
も
の
の
表
現
と
い
ふ
に
は
遠
い
も
の
で
あ
る
O
常
識
的
同
法

と
し
て
は
、
何
れ
を
も
敬
語
或
は
丁
寧
な
物
い
ひ
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は

敬
誤
の
対
象
に
つ
い
て
、
そ
の
圭
H
J
母
を
識
別
す
る
主
体
的
立
場
に
於
い

¥
.
-
'
蝣
,
‥
い
、
一
.
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

男
.
誉
ト
つ
い
て
・
・
-
'
・
>
"
.
i
O
-
一
に
-
r
-
J
蝣
-
*
"
f
た
壬
∴
L
t
仙
M
r
L
'
j
V
'
-
^
i
に
J
7
「

る
敬
譲
を
袈
甥
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
裏
甥
性
の
相
違
は
又
言
語
と
し

て
の
木
質
上
の
相
違
を
試
す
の
で
あ
っ
て
'
一
つ
は
詞
に
属
し
'
他
は
辞
に

る
i
r
r
'
蝣
-
>
-
・
」
ォ
ー
」
は

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
言
語
過
程
説
よ
り
す
る
こ
の
説
明
は
尖
に
明
快
で
あ
っ

て
、
「
侍
り
」
が
平
安
朝
初
中
期
に
、
会
話
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
文
に
し
か
表

わ
れ
な
い
と
い
う
異
状
に
お
い
て
は
'
正
し
い
琵
喪
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
o
L
か
し
、
時
代
が
下
っ
て
'
徒
然
草
に
見
ら
れ
る
よ
-
な
'
い
わ
ば
地
の

文
に
お
け
る
「
侍
り
」
を
ど
う
琴
乙
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
'
間
私
は
憤

単
で
は
な
い
.
徒
然
草
に
つ
い
て
時
枝
氏
は
「
こ
の
『
侍
り
』
は
時
代
が
下
ろ

に
従
っ
て
対
人
的
敬
語
の
㌫
心
味
が
失
な
わ
れ
て
'
一
校
雅
語
的
用
法
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
」
糾
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
雅
語

的
な
両
は
あ
る
の
で
へ
た
と
へ
ば

そ
の
こ
と
に
悦
ぶ
0
日
く
る
妙
き
枝
危
ふ
き
ほ
ど
は
'
お
の
れ
が
恐
れ
増

れ
~
ば
申
さ
ず
.
.
追
ち
は
や
す
き
所
に
な
り
て
'
必
ず
つ
か
ま
つ
る
串
に
侃
ぶ

(
百
九
段
)

の
「
侍
れ
」
と
「
供
ふ
」
の
使
用
法
を
く
ら
べ
て
見
る
と
き
'
「
侍
り
」
に
待

遇
表
現
の
少
さ
を
見
る
の
で
あ
る
.
し
か
し
'
や
は
り
森
茄
的
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
糾
単
純
に
「
あ
り
」
で
お
き
か
え
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
表
現
を
見
る
の

●

で
あ
る
0
時
摂
氏
の
こ
の
よ
-
な
考
え
方
は
'
言
語
過
程
説
に
よ
る
も
の
と
は

い
え
へ
詞
と
辞
の
捌
き
を
す
る
ど
く
区
別
し
よ
-
と
さ
れ
た
所
に
あ
る
の
で
'

「
侍
り
」
に
も
「
給
ふ
」
な
ど
と
共
通
の
敬
語
的
性
質
の
あ
る
こ
と
を
閑
却
す

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
思
う
。

「
侍
り
」
が
も
と
詞
と
し
て
ど
う
い
う
鋤
き
を
持
っ
て
い
た
か
へ
そ
の
薄
に

つ
い
て
私
は
よ
く
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
は
ま
っ

た
く
ち
が
っ
た
倒
き
の
も
の
だ
っ
た
と
私
は
思
う
。
私
の
予
翻
心
に
よ
れ
ば
、
語

尾
が
「
り
」
と
な
る
言
斑
へ
　
「
り
」
　
「
た
り
」
　
「
な
り
」
　
「
け
り
」
　
「
め
り
」

「
侍
り
」
　
「
あ
り
」
　
「
を
り
」
な
ど
は
'
す
べ
て
物
封
の
存
在
を
l
出
現
す
る
言

斑
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
た
り
」
　
「
け
り
」
　
「
な
り
」
な
ど
が
'
す
で
に
'

「
あ
り
」
と
何
等
か
の
言
託
が
結
合
し
て
で
き
た
と
把
に
さ
れ
て
い
る
と
お

り
へ
　
こ
れ
ら
は
事
物
の
現
在
を
中
心
と
し
て
存
在
す
る
状
態
を
説
明
表
現
す
る

吉
光
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
行
音
の
持
つ
性
相
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
が
'
現
実
に
は
そ
う
な
っ
て
い
る
.
と
こ
ろ
が
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は

ウ
段
で
終
っ
て
い
る
と
お
り
へ
普
通
の
動
詞
と
同
じ
よ
う
に
動
作
を
説
E
S
す
る

吾
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
存
在
表
現
の
性
椋
の
故
に
へ
あ
る
場
面
の
上
下
関

係
(
例
え
ば
話
者
と
脱
着
)
の
規
短
を
宍
現
す
る
富
江
と
し
て
'
「
あ
り
」
と

対
に
な
っ
て
日
常
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
石
坂
正
紅
旗
の
研

究
に
よ
れ
ば
㈲
古
代
に
お
い
て
も
、
あ
る
人
問
の
動
作
存
在
が
他
の
あ
る
人
問

の
勢
力
の
支
配
下
に
あ
る
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
人
と
の
被
支
配
関
係
に
お
い

て
豪
現
す
る
待
遇
の
㌻
心
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
そ
う
で
、
所
謂

被
支
配
者
待
F
U
記
誼
な
る
も
の
が
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
'
こ
の
よ
-
な
考
え
方
か
ら
、
「
侍
り
」
の
動
き
を
時
枝
氏
の
言
わ
れ
る
陳

-
-
・
;
-
;
-
・
'
門
に
　
　
　
托
せ
ず
'
帖
っ
て
「
r
桔
H
L
は
i
1
-
a
^
f
H
　
　
　
　
　
＼
へ

り
下
る
態
度
に
基
-
絶
対
託
称
に
近
い
蒙
甥
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
主
体
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の
敬
意
が
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
寧
ろ
漠
然
と
何
か
し
ら
大
き
な
も

の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
で
も
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
-
阪
倉
橋
頚

氏
の
考
え
的
を
も
こ
え
て
'
「
『
侍
り
』
は
公
と
私
と
の
対
立
意
識
に
基
づ
-

敬
語
で
あ
る
」
と
い
-
森
重
敏
氏
の
論
㈲
ま
で
持
っ
て
く
る
こ
と
が
可
照
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
給
ふ
」
や
「
琴

る
」
と
同
じ
よ
-
に
'
原
則
的
に
は
三
人
称
的
文
革
に
用
い
ら
れ
る
可
関
性
が

あ
る
と
い
う
結
論
を
み
ち
ぴ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
-
0

と
こ
ろ
が
'
古
今
集
時
代
の
文
献
に
見
え
る
こ
の
語
の
使
用
法
は
'
会
話
・

消
息
の
よ
-
な
一
人
称
的
文
章
に
の
み
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
少
-
と

も
平
安
初
中
期
に
お
い
て
は
『
侍
り
』
は
純
粋
に
口
語
の
世
界
に
使
用
さ
れ
た

言
謀
で
あ
る
。
」
と
か
へ
　
「
(
古
今
倍
k
J
の
詞
書
が
)
一
人
称
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

に
よ
り
『
侍
り
』
の
使
用
の
可
能
性
が
ひ
ら
け
る
の
で
あ
る
O
」
川
と
い
-
よ

-
な
結
論
も
出
て
-
る
の
で
あ
る
が
'
私
は
.
こ
の
間
題
を
次
の
よ
う
に
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
「
奉
る
」
と
い
う
言
葉
が
桶
助
動
詞
的

に
、
と
く
に
地
の
文
に
悶
い
ら
れ
て
い
る
よ
-
な
場
合
、
私
は
「
作
老
が
A
を

B
に
対
し
て
卑
下
さ
せ
て
い
る
.
」
と
い
-
よ
う
に
生
徒
に
言
っ
て
い
る
が
'

用
法
の
中
に
は
B
に
対
す
る
敬
意
が
A
と
は
関
係
な
く
作
者
自
身
の
気
持
ち
か

ら
発
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
-
な
場
合
が
か
な
り
あ
る
o

左
大
臣
は
御
年
も
若
く
'
ざ
え
も
こ
と
の
ほ
か
に
劣
り
た
ま
へ
る
に
よ
り

て
、
右
大
臣
御
ぽ
え
こ
と
の
外
に
お
は
し
ま
し
た
る
に
'
左
大
臣
や
す
か
ら

ず
お
ぼ
し
た
る
程
に
'
さ
る
べ
き
に
や
お
は
し
け
む
'
右
大
臣
の
御
為
に
'

よ
か
ら
ぬ
事
い
で
き
て
'
昌
泰
四
年
正
月
二
十
五
日
太
宰
拒
細
に
な
し
矧
引

て
な
が
さ
れ
給
ふ
(
大
鏡
)

つ
ま
り
、
こ
の
言
控
は
敬
?
4
を
受
け
る
方
が
明
紐
に
浮
か
び
上
っ
て
、
敬
意
を

表
明
す
る
側
が
ぼ
け
て
い
る
の
で
あ
る
O
　
「
給
ふ
」
と
い
う
言
毒
も
ま
た
、
と

く
に
増
の
文
に
用
い
ら
れ
た
場
合
私
は
「
作
者
の
B
に
対
す
る
尊
敬
」
と
言
っ

て
い
る
が
'
こ
れ
も
ま
た
「
作
者
が
A
に
B
の
行
為
を
尊
敬
さ
せ
て
い
る
」
と

言
い
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

竹
聴
物
語
の
「
拾
ふ
」
は
人
物
相
互
の
上
下
を
示
す
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ

-
に
思
わ
れ
る
1
石
作
皇
子
の
話
に
は
「
拾
ふ
」
が
用
い
て
な
い
。

従
っ
て
へ
　
こ
0
円
A
?
.
-
6
'
」
'
y
{
l
'
'
:
」
-
」
=
V
l
一
・
i
r
<
は
叩
3
3
・
で
あ
る
<
-
;
t
 
m
ヱ
J
h
.
八
か
す

側
は
ぼ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
へ
森
重
敏
氏
が
「
敬
称
」
に
対
す
る

「
謙
称
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
「
侍
り
」
と
い
う
語
は
反
対
に
敬
意
を

表
明
す
る
側
が
は
っ
き
り
し
て
'
敬
語
心
を
受
け
る
方
が
は
っ
き
り
し
な
い
語
な

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
敬
意
を
表
明
す
る
側
を
強
-
認
識
す
る
会
話
や
消
息
に

「
侍
り
」
が
用
い
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
先
の
「
奉

る
」
や
「
給
ふ
」
の
場
合
私
は
「
作
者
が
」
と
言
っ
た
が
'
「
作
者
」
と
い
う
串

を
間
組
に
す
る
時
、
す
れ
は
す
で
に
l
人
称
の
文
と
し
て
私
達
」
S
考
え
て
い
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
'
反
対
に
、
会
話
文
の
よ
-
な
も
の
で

も
講
話
自
身
の
行
為
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
'
原
則
的
に
は
三
人
称
の

文
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
人

称
へ
一
二
人
称
と
い
-
こ
と
は
餌
控
に
は
区
別
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
'
三
人
称

の
文
を
甘
く
つ
も
り
で
も
、
作
者
が
読
者
と
の
相
対
に
お
い
て
'
自
己
を
強
-

意
識
す
れ
ば
、
一
人
称
の
よ
う
な
文
革
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
o
紫
式
部

日
記
な
ど
で
間
罰
に
さ
れ
て
い
る
よ
-
な
'
鞄
の
文
に
「
侍
り
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
疑
問
も
'
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。

二
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さ
て
'
右
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
時
古
今
集
の
詞
書
は
ど
-
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
-
か
。

ま
ず
'
こ
の
「
侍
り
」
と
い
-
謙
称
の
表
明
者
は
誰
か
'
換
言
す
れ
ば
、
古

今
集
の
詞
書
は
一
人
称
か
三
人
称
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

古
今
牌
I
R
の
詞
書
が
'
と
く
に
後
撰
集
の
そ
れ
と
-
ら
ぺ
て
、
非
常
に
乾
傭
さ

れ
て
い
る
成
思
じ
を
受
け
る
事
は
'
す
で
に
江
戸
時
代
の
人
も
指
摘
し
た
所
で
'

詞
書
の
立
場
が
一
人
称
か
三
人
称
か
の
い
ず
れ
か
の
立
場
で
統
一
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
-
と
考
え
る
こ
と
は
'
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う

な
奥
村
氏
の
考
え
は
へ
　
こ
の
統
一
性
と
い
う
予
憩
の
上
に
時
枝
氏
の
文
法
観
の

上
に
立
ち
へ
一
人
称
で
討
か
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
詞
苔
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
と
い
-
事
実
の
上
に
立
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
時
横
氏
の
考
え
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
.
更
に
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
と
ク
感
じ
ら
れ
る
ク
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
阿
部
秋
生
民
の
見
解
が
あ
る
の
。
顎
的
す
る
と
、

ど
-
し
て
も
一
人
称
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詞
書
は
な
く
'
一
二
人
称
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詞
書
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
人
称
と
考
え
る
べ
き
だ

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
o
　
つ
い
で
な
が
ら
言
う
と
'
所
謂
尊
敬
語
の
使
用
か

ら
お
し
て
天
皇
に
近
い
立
場
を
と
っ
た
撰
者
に
よ
る
詞
書
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
。
以
上
の
よ
-
で
あ
る
か
ら
し
て
'
一
人
称
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
-
考

え
方
は
否
定
さ
れ
て
よ
か
ろ
-
か
と
思
う
。

そ
れ
で
は
'
三
人
称
説
に
積
極
的
な
材
料
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に

一
人
称
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
如
し
得
な
い
詞
容
は
一
つ
も
な
い
の
に
対
し

て
'
三
人
称
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
幾
つ
か
あ
る
o

棚
藤
原
敏
行
朝
臣
の
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
を
あ
ひ
し
り
て
,

ふ
み
つ
か
は
せ
り
け
る
こ
と
ば
に
へ
　
い
ま
ま
う
で
く
'
雨
の
ふ
り
け
る
を
な

む
わ
づ
ら
ひ
侍
る
と
い
へ
り
け
る
を
き
ゝ
て
'
か
の
女
に
か
は
り
て
よ
め
り

・▲■

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣

諸
本
だ
い
た
い
一
致
し
て
お
り
'
詞
書
と
作
者
名
が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る

か
の
よ
-
に
正
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
作
者
名
が
詞
書
の
中
に
現

わ
れ
て
作
者
記
入
の
場
所
に
は
記
名
が
な
い
の
も
接
つ
か
あ
る
。
と
こ
ろ
で
へ

こ
の
間
斑
を
「
侍
り
」
に
つ
い
て
み
る
に
'
次
の
よ
-
な
一
つ
の
考
え
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
古
今
賃
の
「
侍
り
」
を
よ
く
見
る
と
、
所
謂
純
粋
な
補
助

動
詞
的
用
い
方
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
る
よ
う
に
恩
-
(
詣
本
異
同
が
あ
る

が
'
そ
の
共
通
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
み
る
時
)
。
い
わ
ば
'
時
校
氏
の

言
わ
れ
る
零
記
号
的
用
法
(
判
断
辞
的
用
法
)
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
-
こ
と

は
'
古
今
環
の
「
侍
り
」
の
末
弟
達
と
い
-
ふ
-
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
竹
斑
物
語
が
同
じ
頃
に
で
き
た
も
の
と
す
れ
ば
そ
う
も
考
え

ら
れ
な
い
(
い
ま
'
竹
耽
物
語
に
つ
い
て
純
粋
に
動
詞
に
つ
い
た
「
侍
り
」
を

I..

見
て
み
る
と
'
全
体
の
「
侍
り
」
の
㌣
j
i
で
'
朋
%
に
相
当
す
る
的
)
。
と
く
に

こ
こ
で
間
顕
に
し
た
い
の
は
'
後
の
勅
撰
賃
で
は
し
ば
し
ば
出
て
-
る
所
の
'

最
後
が
「
I
を
読
み
侍
る
」
と
な
っ
て
い
る
形
で
あ
る
.
古
今
葉
の
伝
本
研

究
に
つ
い
て
は
、
久
雷
神
昇
氏
な
ど
の
精
力
的
な
御
研
究
が
あ
り
、
相
当
に
見

通
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
の
写
本
は
複
雑
に
入
り
-
ん
で
た
し
か
な
釆
続
を
た

て
る
の
は
む
つ
か
し
い
と
い
う
現
状
の
よ
-
で
あ
る
。
従
っ
て
数
字
に
問
郡
は

あ
る
が
'
完
本
で
は
清
掃
本
(
前
田
家
蔵
保
元
二
年
本
)
が
一
番
少
な
-
一
ヶ

所
へ
笹
.
^
・
f
H
i
'
S
i
j
j
S
-
f
ご
-
f
-
'
一
晋
　
＼
て
六
.
L
・
間
で
-
i
C
,
㌔
蕪
　
本
H
も
J

は
高
野
切
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
'
現
在
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
清
拭
太
の
釆
路

を
考
え
れ
ば
、
最
初
は
一
つ
か
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
包
小
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
0
　
何
故
私
が
こ
の
形
を
間
冠
に
す
る
か
と
言
え
ば
t
と
の
よ
う
な
働

き
の
「
侍
り
」
こ
そ
が
員
も
話
者
の
敬
意
を
表
明
す
る
も
の
と
恩
-
か
ら
で
あ

?
。
こ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
元
の
判
断
辞
的
「
侍
り
」
が
少
な
い
こ
と
と
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-
.
 
'
-
:
、

で
あ
る
(
先
の
竹
攻
物
語
の
補
助
動
詞
的
用
法
1
5
の
-
ち
、
1
4
ま
で
が
文
の
終

わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
)
。
「
侍
り
」
の
使
用
に
つ
い
て
へ
千
載
債
k
'
な
ど
の
よ

う
に
'
伝
統
意
識
を
持
た
な
い
古
今
実
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も

よ
い
.
の
で
は
な
か
ろ
-
か
。
た
だ
「
読
み
侍
る
」
と
逆
体
形
に
な
る
と
い
う
こ

と
な
ど
で
問
題
は
あ
り
、
絶
対
的
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

し
か
し
、
数
塁
的
に
考
え
る
事
で
十
分
意
味
は
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
'
古
今

賃
の
詞
書
は
三
人
称
へ
換
言
す
れ
ば
撰
者
が
書
い
た
も
の
と
し
て
の
表
現
だ
と

言
っ
て
よ
か
ろ
-
と
恩
-
0

し
か
し
へ
　
こ
の
よ
-
に
陪
諭
し
て
み
な
が
ら
も
へ
私
達
が
な
に
げ
な
く
古
今

集
を
読
ん
で
ゆ
-
時
、
や
や
も
す
れ
ば
一
人
称
と
い
う
感
じ
を
-
け
る
の
は
ど

う
い
-
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

を
の
と
い
ふ
所
に
す
み
侍
け
る
時
'
紅
巽
を
み
て
よ
め
る
　
　
つ
ら
ゆ
き

2
9
9
秋
の
山
紅
環
を
ぬ
さ
と
た
む
-
れ
ば
す
む
わ
れ
さ
へ
ぞ
旅
ど
1
ち
す
る

こ
れ
な
ど
は
'
作
者
が
撰
者
で
も
あ
り
'
一
人
称
と
考
え
て
お
か
し
く
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
-
に
考
え
る
。

先
に
「
侍
り
」
の
働
き
の
所
で
述
べ
た
よ
-
に
'
一
人
称
、
三
人
称
と
い
う

言
い
方
は
抽
象
的
に
は
区
別
で
き
て
も
'
具
体
的
場
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
L

も
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
体
'
こ
の
よ
-
な
文
章
の
区
別

の
仕
方
は
'
い
つ
も
主
語
を
は
っ
き
り
と
裏
面
に
出
し
て
-
る
西
洋
の
文
革
を

土
台
と
し
た
文
法
学
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
古
い
日
本
で
は
'
西
洋
で

冒
-
よ
-
な
主
語
述
語
の
概
念
な
ど
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
些
戸
時
代
以
来
の
国
語
学
史
を
整
理
さ
れ
た
時
枝

氏
な
ど
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
原
材
料
を
持
っ
て
歌
境
の

詞
書
を
撰
者
が
作
成
し
た
と
仮
定
し
て
み
る
時
'
主
述
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き

り
意
識
し
な
い
撰
者
達
の
書
き
方
が
'
私
達
の
よ
う
な
西
洋
式
文
法
で
わ
り
き

ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
感
じ
を
与
え
る
の
は
当
然
だ
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
原
材
料
に
す
で
に
詞
書
め
い
た
も
の
の
あ
る

歌
を
得
た
場
合
'
そ
の
詞
容
の
人
称
の
不
明
際
さ
に
ひ
か
れ
て
結
果
と
し
て
一

人
称
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
か
'
作
者
の
作
歌
動
機
を
よ
-
知
っ
て
い
て
'
つ

い
そ
の
作
者
に
近
い
気
持
で
誤
現
し
た
場
合
(
先
の
貫
之
の
歌
の
場
合
な
ど
)

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
.

さ
て
へ
　
こ
の
人
称
の
開
局
に
関
連
し
て
'
誰
に
対
し
て
「
侍
り
」
と
い
う
談

称
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
間
顎
に
な
る
O
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
-
に
、
撰
蛮
す
る
に
あ
た
っ
て
敬
語
表
現
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た

(
例
え
ば
伊
勢
物
語
と
古
今
究
)
.
J
と
の
わ
か
る
も
の
が
あ
る
の
だ
か
ら
'
無

意
識
的
使
用
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
常
識
的
に
、
按
賃
下

命
者
に
対
し
て
と
い
う
見
方
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
へ
　
こ
の
考
え
は
お
そ
ら
-

動
く
ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
輿
村
民
の
よ
-
に
「
特
定
の
聞
手
を
考

尼
に
入
れ
て
い
な
い
'
つ
ま
り
読
者
一
役
を
予
和
思
し
て
い
る
」
と
い
-
よ
う
な

考
え
方
も
あ
る
の
で
'
私
な
り
に
「
侍
り
」
を
流
し
て
砧
認
し
て
み
よ
-
と
思

く
ノ
。

「
侍
り
」
の
古
代
的
同
法
と
し
て
'
積
支
配
者
待
¶
崇
思
説
が
あ
る
と
石
摂
氏

が
述
べ
ら
れ
⊂
以
来
へ
　
こ
の
考
え
方
は
一
昨
的
で
'
先
述
の
よ
-
な
絶
対
謡
称

な
ど
と
い
う
の
も
こ
の
緑
に
そ
っ
た
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
公
に

対
す
る
私
の
謙
称
と
い
-
の
も
ま
た
こ
の
考
え
の
邦
炭
で
あ
ろ
-
。
こ
れ
ら
の

考
え
方
は
、
そ
の
諭
の
材
料
と
さ
れ
た
も
の
の
時
代
に
よ
っ
て
多
少
の
考
え
の

相
異
は
あ
る
が
'
な
に
か
偉
大
な
も
の
に
対
す
る
謙
譲
と
い
う
こ
と
で
一
致
し

て
い
る
。
そ
れ
ー
'
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
侍
り
」
の
持
つ
「
被
謙
称
者
の
非
限

定
」
と
い
う
性
質
の
説
明
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
.
こ
の
故
に
、
古
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今
賃
の
詞
書
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
も
可
柁
な
わ
け
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
よ
-
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'
古
今
e
k
J
と
い
-

凹
家
的
事
業
の
場
で
、
し
か
も
平
安
初
期
と
い
-
政
体
の
場
で
は
、
撰
者
達
の
謙

称
は
お
の
ず
か
ら
限
定
し
て
考
え
ら
れ
て
-
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に

、
J
'
'
"
1
_
t
%
-
v
-
∵
　
　
　
　
　
　
∵
　
∵
　
　
㌧
∵
]
.
・

る
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
り
'
ま
た
、
仮
名
序
の
敬
語
が
天

皇
の
み
を
敬
芯
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
や
'
表
現
の
き
お
っ
た
様
子
を
考
え

る
時
も
「
侍
り
」
の
対
象
は
や
は
り
撰
環
下
命
者
で
あ
っ
た
と
言
-
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
お
は
や
け
」
と
は
、
そ
の
当
時
の
用
い
方
ど
お

り
に
天
皇
を
指
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
こ
れ
で
敬
意
の
問
鼠
が
か
た
ず
い
た
か
と
い
う
と
'
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
残
っ
て
い
る
.
そ
の
一
'
二
を
あ
げ
て
み
る
。

6
1
　
や
よ
い
に
-
る
ふ
月
あ
り
け
る
に
'

8
5
4
　
こ
れ
た
か
の
み
こ
の
ち
ゝ
の
矧
引
け
る
と
き
に

一
方
で
は
「
侍
り
」
が
用
い
ら
れ
他
方
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
私
達
の

文
法
親
か
ら
考
浸
る
時
へ
　
ど
-
も
不
統
一
で
あ
る
。
い
ま
'
諸
本
共
通
す
る

「
侍
り
」
に
限
っ
て
ど
の
よ
-
な
吾
に
芸
続
す
る
か
に
つ
い
て
裏
を
作
っ
て
み

る
と
'

に
侍
-
て
侍
り
酢
蛸
り
一
け
み
侍
1
予
・
-
r
 
u
-

s

-
　
I
'
t
,
:

同
じ
「
に
侍
り
」
で
も
「
山
で
ら
に
侍
り
け
る
」
か
ら
「
あ
ふ
み
の
す
け
に
侍

り
け
る
」
ま
で
'
全
部
一
諸
に
し
て
表
を
作
っ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

で
み
る
と
'
私
達
の
文
法
硯
と
は
関
係
な
く
'
き
わ
め
て
習
慣
的
に
用
い
ら
れ

・
蝣
'
<
>
'
-
蝣
-
　
　
　
∴
;
'
:
-
 
'
;
ォ
!
.
-
・
蝣
二
　
　
∴
.
:
h
一
・
J
∴
∴
・
;
.

▲
事

詞
告
を
見
る
時
、
私
の
国
語
学
的
知
説
が
た
れ
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
'

ど
う
も
敬
語
の
億
円
が
洛
意
的
で
あ
り
'
敬
意
と
い
う
意
味
で
不
統
一
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
切
継
の
過
程
に
お
い
て
な
っ
た
の
か
、
歌
の
排
列
ほ
ど
に

「
敬
苛
」
に
注
記
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
な
の
か
'
私
と
し
て
は
後

の
考
え
を
耽
り
た
い
が
'
速
断
し
か
ね
る
所
で
あ
る
〇

三

さ
て
'
古
今
集
の
詞
書
が
以
上
の
よ
う
に
推
定
で
き
た
と
し
て
,
そ
れ
以
後

の
賃
の
詞
容
は
ど
う
で
あ
ろ
-
か
O
新
古
今
集
を
の
ぞ
い
て
、
十
分
な
本
文
研

究
の
行
な
わ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
り
'
私
自
身
も
こ
れ
ら
の
詞
苦
に
つ
い
て

現
在
十
分
考
え
て
い
な
い
の
で
'
二
へ
三
の
事
実
を
も
と
に
し
て
全
体
と
し
て

の
私
の
拒
定
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
恩
-
。

次
の
表
は
'
八
代
環
抄
本
に
よ
っ
て
「
侍
り
」
の
使
用
定
数
を
調
べ
て
み
た

も
の
で
あ
る
。
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以
下
こ
れ
を
中
心
と
し
な
が
ら
考
え
を
述
べ
て
み
よ
う
。

○
後
撰
隻
に
つ
い
て

こ
の
裏
で
わ
か
る
よ
-
に
'
「
侍
り
」
の
使
用
が
急
に
ふ
え
て
い
る
O
こ
れ
は

詞
書
の
長
い
こ
と
に
よ
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
後
撰
集
の
詞
碧
が
未

整
理
で
あ
る
と
か
へ
物
語
性
が
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
る
o
と
こ
ろ
が
へ
古
今
賃
と
同
じ
よ
う
に
「
-
曇
沈
み
侍
る
」
の

形
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
は
や
は
り
問
題
に
し
て
よ
い
所
だ
ろ
う
と
思
う
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
末
的
用
法
が
か
な
ら
ず
L
も
人
称
と
開
運
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
が
(
1
3
5
1
の
詞
書
は
そ
の
例
)
へ
数
的
に
非
常
に
少
な
い
と
い

う
こ
と
に
お
い
て
'
全
体
的
に
は
三
人
称
の
文
体
だ
と
考
え
る
材
料
と
し
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
今
集
の
後
ま
も
な
く
控
ば
れ
た
も
の
と
し
て
ヘ
音

・
∵
　
　
　
0
.
.
'
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'
・
言
.
.
.
三
.
;
1
　
い
　
　
り

詞
書
は
'
古
今
n
'
に
準
じ
て
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
う
。

○
拾
遺
環
に
つ
い
て

・
古
今
環
の
成
立
か
ら
す
で
に
百
年
あ
ま
り
を
経
過
し
て
お
り
へ
　
「
侍
り
」
の

伝
統
的
使
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
端
的
に
言
え

ば
'
「
侍
り
」
の
役
刑
に
つ
い
て
の
競
謁
が
う
す
ら
い
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
真
の
数
の
増
加
が
そ
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
O
こ
の
窯
の
場
合

も
も
ち
ろ
ん
三
人
称
的
文
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
幾
つ
か
あ
る
。

○
後
拾
遺
環
に
つ
い
て

、

-

'

'

蝣

蝣

'

-

'

,

'

'

.

-

:

'

　

つ

　

∵

'

・

*

"

.

*

.

.

・

　

∴

I

 

f

　

　

4

'

.

み
侍
る
」
の
形
も
一
番
多
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
へ
後
門
環
に
つ
い
で
詞
容
の

長
い
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
詞
書
の
未
整
理
に

も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

7
3
2
酒
家
が
,
父
の
供
に
あ
ほ
の
国
に
下
り
て
侍
け
る
時
'
か
の
-
に
の
女

に
幼
い
ひ
わ
た
り
侍
け
り
、
父
、
津
の
国
に
な
り
う
つ
り
て
、
ま
か
り
の

ぼ
り
け
れ
ば
'
女
七
よ
り
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
0

こ
れ
ら
は
'
明
ら
か
に
三
人
称
の
詞
書
で
あ
る
が
'
一
人
称
の
文
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
o
桂
官
本
柁
開
票
は
'
本
の
解
説
に
よ
る
と
自
撰

集
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
へ
こ
の
本
の
詞
書
と
後
拾
遺
墓
の
詞
言
が
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
お
そ
ら
く
後
拾
遺
袋
の
能
因
の
歌
は
'
こ
の
私

家
集
か
ら
籍
つ
か
と
っ
た
ろ
う
と
'
上
野
理
民
望
l
ロ
わ
れ
る
㈹
o
契
既
に
現
在

残
っ
て
い
る
よ
う
な
形
の
家
賃
か
ら
と
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
'
家

集
・
勅
撰
集
同
じ
詞
書
を
も
ち
'
ど
ち
ら
も
「
侍
り
」
は
お
ろ
か
他
の
敬
語
表
現

も
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
後
拾
遺
侶
苗
撰
者
は
原
材
料
か
ら
ま
っ

た
-
表
現
を
か
え
る
こ
と
な
し
に
詞
書
を
持
っ
て
き
た
と
言
え
そ
う
な
の
で
あ

る
o
い
わ
ば
'
こ
の
m
 
i
r
.
-
:
V
-
'
c
:
'
-
J
l
-
 
~
i
C
'
泊
∴
1
t
二
＼
梯
f
蝣
C
∴
f
Q
i
o
-
}
y
に

言
え
ば
,
八
代
集
抄
本
が
奏
賢
本
と
は
ま
っ
た
-
異
な
っ
た
手
控
え
的
な
も
の

だ
っ
た
と
い
う
説
は
な
い
し
,
い
ろ
い
ろ
な
抑
話
を
残
し
て
い
な
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
の
よ
う
な
点
で
非
難
さ
れ
た
話
を
開
か
な
い
か
ら
'
摺
者
も
周
囲
の
人

々
も
こ
の
詞
書
の
敬
語
衷
甥
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
注
意
決
-
な
か
っ
た
と

も
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
O
こ
の
点
は
古
今
代
竃
も
予
翻
心
し
た
こ
と
で
あ

る
が
、
非
常
な
数
の
「
侍
り
」
の
使
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
い
う
状
態
で
あ

る
と
い
,
丁
こ
と
が
へ
　
こ
の
環
の
特
色
で
あ
る
。

0
1
干
・
'
蝣
<
1
"
r
¥
し
(
い
て

歌
数
に
対
す
る
割
合
か
ら
言
っ
て
'
後
拾
遺
に
つ
い
で
「
侍
り
」
が
多
く
へ

序
が
撰
者
の
立
場
を
は
っ
き
り
と
う
ち
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
へ
ま
た
撰

者
の
伝
統
憲
山
か
ら
考
え
て
、
磐
城
さ
れ
た
詞
H
完
慈
起
す
る
の
で
あ
る
が
'

事
実
は
そ
う
で
は
な
い
o
　
「
侍
り
」
の
ま
っ
た
-
侍
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
あ

る
の
は
そ
;
J
'
,
'
'
蝣
;
"
J
の
　
　
こ
E
L
蝣
蝣
)
&
y
.
"
蝣
*
<
:
 
、
r
・
1
壬
"
-
J
i
f
付
.
ご
C
-
f
}
/
間
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割
合
が
一
番
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
は
な
は
だ
不
合
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る

の
を
見
出
す
。
い
ま
賀
歌
の
部
に
つ
い
て
み
る
と
'

あ
り
　
　
　
　
な
し
　
　
　
　
あ
り
　
　
　
　
な
し

6
0
5
　
-
　
6
1
5
'
6
1
6
　
-
　
6
1
7
'
6
1
∝
　
-
　
6
2
9
、
6
K
0
　
-
　
6
3
9

と
な
っ
て
い
る
　
6
1
6
'
6
1
7
は
後
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
せ
仮
定
し
て
み
る
と
'

あ
り
　
　
　
　
　
な
し

6
0
5
-
f
i
2
9
A
J
6
,
-
0
-
6
8
9
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
福
袋
の
途
中
・
後
か
ら
つ

け
加
え
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
の
表
現
を
つ
け
加
え
る
の
を
忘
れ
た
と
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
.
も
ち
ろ
ん
へ
　
「
I
を
読
み
侍
り
」
の
形
が
当
時
生
存
し
て
い

た
よ
う
な
人
の
歌
に
多
い
所
か
ら
'
別
な
琴
乙
も
で
き
る
の
で
あ
る
が
'
い
ず

れ
に
し
て
も
'
不
統
一
と
い
う
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
別
の
考

え
と
い
う
の
は
、
生
存
者
達
の
歌
の
詞
書
に
こ
の
形
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
こ

の
文
章
が
一
人
称
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
推
定
を
可
能
に
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

○
新
古
今
賃
に
つ
い
て

こ
こ
で
も
へ
天
皇
の
歌
を
の
ぞ
い
て
も
、
甲
b
か
に
三
人
称
で
告
か
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
。

1
2
2
5
　
た
の
む
る
事
侍
け
る
女
、
わ
づ
ら
ふ
事
侍
り
け
る
が
お
こ
た
り
て
'

久
我
内
大
臣
の
も
と
に
迫
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

し
か
し
'
一
人
称
と
考
え
る
べ
き
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
な
'
紫
式

部
責
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
。
桂
宮
本
の
儲
説
に
よ
る
と
、
諸
本
同
一
原
本

か
ら
田
た
と
考
冬
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
が
自
撰
本
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
詞
容
は
一
人
称
的
表
現
で
あ
る
。
八
代
集
の
中
で

は
十
　
。
上
新
古
十
㌦
聖
人
蝣
^
C
f
j
v
-
J
ぐ
∵
＼
と
二
J
い
蝣
r
"
'
-
n
'
十
a
a
は
詞
H

か
ら
見
て
L
J
の
泉
質
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
古
今
集
の
場

合
へ
こ
の
衣
斑
の
詞
H
と
同
じ
か
'
家
集
の
詞
封
を
つ
づ
め
た
ら
し
い
も
の
か

●

見
え
る
。
今
へ
左
に
大
紋
本
と
並
記
し
て
み
る
d

家
2
1
7
7
3
　
早
う
よ
り
重
友
だ
ち
な
り
し
人
に
年
頃
経
て
行
き
あ
ひ
た
り
け
る

が
ほ
の
か
に
て
十
月
十
日
の
琵
月
に
き
ほ
ひ
て
帰
り
に
け
れ
ば

新
　
1
4
9
7
は
や
-
よ
り
わ
ら
は
友
だ
ち
に
侍
け
か
人
の
'
年
比
へ
て
ゆ
き
の
ひ

た
る
へ
　
ほ
の
か
に
て
、
七
月
十
日
ご
ろ
月
に
き
ほ
ひ
て
帰
り
侍
け
れ
ば

家
2
1
7
8
5
　
賀
茂
に
詣
て
た
る
に
子
規
な
か
む
と
い
ふ
昭
に
片
岡
の
相
を
か
し

う
見
え
け
り

新
1
9
1
　
賀
茂
に
芋
つ
で
ゝ
侍
け
る
に
'
人
の
、
「
郭
公
な
か
な
ん
」
と
申
け

る
あ
け
ぼ
の
、
か
た
を
か
の
こ
ず
ゑ
を
か
し
-
見
え
侍
け
れ
ば

こ
れ
で
み
る
と
、
家
債
鞘
の
一
人
称
的
詞
書
に
そ
の
ま
ま
「
侍
り
」
を
く
わ
え
た

形
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
勅
撰
集
の
中
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
歌
は
一

人
称
と
言
え
よ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
'
新
古
今
頚
で
最
も
問
題
に
な
る
の
は

1
3
5
ひ
と
1
せ
'
忍
び
て
大
内
の
花
見
に
ま
か
り
て
侍
L
に
,
医
に
ち
り
て

侍
し
花
を
'
視
の
ふ
た
に
い
れ
て
'
摂
政
の
も
と
に
つ
か
は
さ
し
侍
し

太
上
天
皇

の
,
か
た
三
;
蝣
"
」
・
蝣
:
<
'
　
　
耶
八
Q
i
-
i
S
-
 
'
'
'
蝣
'
山
一
:
,
よ
.
「
に
m
t
　
　
　
　
か
ら
p

考
え
て
こ
の
集
は
天
皇
親
B
.
の
形
式
と
な
っ
て
お
り
'
詞
書
や
作
者
名
の
哲
様

も
そ
の
立
場
で
記
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
に
は
、
撰
票
の
過
程
か
ら
見
て
問
題
は

あ
る
)
。
こ
の
よ
う
な
所
か
ら
へ
こ
の
「
侍
り
」
は
、
一
般
的
に
琴
冬
b
れ
て

い
る
よ
う
に
'
い
わ
ば
抽
象
的
「
お
は
や
け
」
に
対
す
る
後
鳥
羽
院
個
人
(
わ

た
-
し
)
の
謙
称
で
あ
る
と
一
応
言
え
る
と
思
わ
れ
る
.
古
今
伝
統
を
強
く
意

識
し
、
千
把
倍
端
を
近
-
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
考
え
は

正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
'
私
が
ふ
れ
て
み
た
い
こ
と
は
へ
　
た
し
か
に
表
面
的

に
は
伝
統
的
使
用
と
し
て
の
「
侍
り
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
の
故
に
か
え
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っ
て
樗
蕉
下
命
者
へ
の
謙
称
と
い
う
こ
と
が
ぼ
け
て
'
当
時
の
訳
者
に
与
え
た

も
の
は
、
そ
れ
ら
読
者
に
対
す
る
院
の
謙
称
と
い
う
感
じ
を
含
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
古
今
空
の
時
代
に
'
天
皇
朔
供
が
行
な
わ
れ

た
と
し
て
'
こ
の
祈
古
今
と
同
じ
表
現
が
と
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
ろ

う
と
思
う
の
で
あ
る
。
結
只
と
し
て
見
凝
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
厩
寺
を

空
て
私
閏
を
む
さ
ぼ
っ
た
平
安
末
期
の
天
皇
や
院
の
態
度
に
見
え
る
'
私
人
化

に
よ
る
「
わ
た
く
し
」
の
表
現
が
'
こ
の
「
侍
り
」
の
使
用
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
混
乱
は
撰

集
の
中
途
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
'
こ
の
よ
う
な
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

3帆
、
∵
/
'
'
.
*
-
'
'
*
y
'
"
*
-
:
∵
、
i
.
i
-

「
二
一
I
;
/
蝣
蝣
:
蝣
蝣
蝣
・
-
.
w
-
p
-
,
-
I
:
・
V
'

T
.
'
S
i
に
天
頂
m
D

6
21
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
、
菊
あ
ほ
せ
し
矧
引
け
る
つ
い
で
に

天
間
門
A
S

7
0
7
み
つ
ぎ
物
ゆ
る
さ
れ
て
,
国
と
め
る
を
瓢
M
>
S

s
i
*
-
'
て
仁
徳
天
皇
御
歌

1
3
1

以
上
が
私
の
得
た
概
説
で
あ
る
O
多
分
に
私
の
研
究
不
足
の
両
I
と
-
に

本
文
研
究
I
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
.
し
か
し
t
だ
い
た
い
の
考
え
は
ま
ち
が

っ
て
い
な
い
と
思
う
0
こ
こ
で
'
も
う
一
度
八
代
環
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
を

ま
と
め
て
み
る
と
t

I
t
だ
い
た
い
は
三
人
称
の
立
場
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
'
人
称
の
悪
戯
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

2
'
「
侍
り
」
の
語
の
敬
芯
の
相
互
関
係
は
'
間
者
的
位
控
の
撰
珪
下
命
者

に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

3
'
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
一
人
称
的
表
現
も
多
-
な
っ
た
。

4
、
敬
意
の
対
象
も
時
代
が
-
だ
る
に
つ
れ
て
ぼ
け
て
き
た
〔
千
載
環
を
の

ぞ
-
)
0

5
、
全
体
と
し
て
'
詞
容
の
召
様
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
項
襲
祝
さ
れ
な
か

っ
た
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
把
琵
で
き
る
と
思
わ
れ
る
o

(注)

(13) (12) (ll) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

「
簡
約
文
語
文
法
」
　
(
日
栄
社
編
)

国
語
学
原
論

ク

日
本
文
法
文
語
篇

つ
れ
づ
れ
草
の
「
侍
り
」
を
め
ぐ
っ
て
'
女
子
大
国
文
c
c
号

敬
語
史
論
敦
(
原
本
を
読
む
機
会
な
-
'
阪
倉
氏
よ
り
の
ま
ご
ぴ
き
)

「
侍
り
」
の
性
柏
へ
国
語
国
文
学
2
1
巻
1
0
号

前
掲
論
文

古
今
呉
の
詞
言
の
考
察
　
国
語
国
文
2
6
巻
4
号
　
奥
村
恒
哉
氏

勅
撰
和
歌
環
の
詞
容
の
立
場
、
国
文
学
2
9
号

竹
斑
物
語
総
索
引
、
山
田
忠
雄

後
拾
遺
賃
の
資
料
に
な
っ
た
和
泉
式
部
頚
へ
平
安
朝
文
学
研
究
7
号

勅
撰
和
歌
実
序
に
関
す
る
一
考
察
'
名
古
屋
大
学
研
究
諭
侶
拭
文
学
ー

(
広
島
市
立
基
可
高
等
学
校
教
諭
)
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