
「
国
語
の
力
」
の
成
立
過
程
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研

究

一
七

「
国
語
の
力
」
　
(
大
正
1
1
年
5
月
8
日
へ
　
不
老
閣
章
好
刊
)
　
の
第
三
章
は

「
言
語
の
活
力
」
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
、
垣
内
松
三
先
生
の
独
自
の
言

語
研
究
観
が
う
か
が
わ
れ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
へ
　
こ
の
第
三
章
の
冒
頭
を
'
「
言
語
研
究
の
新
潮
」
と
し

て
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
起
こ
さ
れ
た
。

「
モ
ウ
ル
ト
ン
が
在
来
の
言
語
の
研
究
の
方
法
を
批
評
し
て
、
恰
も
、
中
世

の
王
候
が
河
口
に
城
郭
を
構
え
て
、
往
来
の
船
の
行
き
先
き
を
厳
し
-
検
べ
て

税
を
課
し
た
よ
う
に
、
文
を
読
む
時
に
も
'
す
ら
-
′
＼
と
通
さ
な
い
で
一
々
の

言
語
を
T
々
に
引
止
め
て
は
重
税
を
放
課
す
る
と
い
っ
た
の
も
面
白
い
。
こ
れ

に
依
っ
て
見
る
と
こ
う
し
た
因
襲
的
な
研
究
法
は
独
り
我
が
国
の
研
究
法
の
み

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
も
う
大
抵
過
去
の
こ
と
と
な
っ
た
。
言
語
の

外
面
的
研
究
は
そ
の
内
面
的
研
究
に
推
移
し
た
。
単
語
の
研
究
、
文
章
法
、
措

辞
法
等
は
言
語
の
活
力
・
芸
術
的
表
現
と
思
想
と
の
関
係
に
於
て
研
究
す
る
こ

I

-

蝣

蝣

蝣

と
ゝ
な
っ
て
居
る
。
言
語
は
'
個
性
の
内
面
に
於
け
る
直
観
を
整
理
し
'
そ
れ

を
純
T
に
し
、
定
着
せ
し
む
る
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
形
に
見
せ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
の
み
言
語
の
意
味
が
解
釈
せ
ら
る
1
の
で
あ
り
へ

ま
た
そ
う
し
た
解
釈
の
み
が
言
語
を
研
究
す
る
こ
と
を
意
義
あ
ら
し
む
る
の
で

野
　
　
地
　
　
溝
　
　
V
'
N
l

あ
る
.
」
　
(
有
肪
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
一
二
八
-
1
二
九
ペ
)

在
来
の
言
語
研
究
が
内
面
的
研
究
に
推
移
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
'
新
し
い

言
語
研
究
の
あ
り
か
た
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
「
言
語
の
活
力
」
に
つ
い
て
説
述
す
る
に
あ
た

り
へ
　
「
理
論
的
叙
述
を
避
け
て
、
言
語
の
研
究
の
際
に
常
に
憶
い
出
す
、
次
ぎ

の
話
か
ら
重
要
な
る
問
題
を
導
き
出
し
た
い
。
」
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、

一
二
九
ペ
)
と
し
て
'
五
十
嵐
力
博
士
の
記
述
さ
れ
た
話
を
そ
の
ま
ま
引
用
さ

れ
た
.
-
つ
ぎ
の
よ
う
な
挿
話
で
あ
る
.

老
良
友
H
氏
の
話
で
あ
る
.

日
本
の
古
言
に
は
簡
単
な
裡
に
実
に
奥
深
い
真
理
を
含
ん
だ
の
が
あ
る
も
の

で
す
ね
。
い
つ
ぞ
や
-
-
も
う
二
十
年
に
も
な
り
ま
せ
う
か
ー
ー
海
上
胤
平
と

い
ふ
歌
人
が
高
崎
正
風
と
い
ふ
人
の
歌
を
評
し
た
中
に
、
高
崎
氏
の
歌
に
・
「
牛

翠
-
云
々
」
と
あ
つ
た
の
を
各
め
て
、
外
国
は
知
ら
ず
我
が
国
で
は
、
昔
か
ら

牛
に
は
「
追
ふ
」
と
云
ひ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
'
「
年
を
牽
-
と
い
ふ
の

は
落
着
か
な
い
詞
迫
だ
」
と
云
っ
た
の
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
私
は
そ
れ
を
見

て
、
歌
人
な
ん
て
暇
つ
ぶ
し
に
下
ら
ん
事
を
云
っ
て
楽
し
ん
で
居
る
も
の
だ
と

思
っ
て
'
馬
鹿
に
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
其
の
後
十
数
年
経
っ
て
は
ッ
と
思
つ



た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
よ
。

そ
れ
は
斯
う
い
ふ
訳
で
す
。

或
日
牛
を
一
匹
板
橋
ま
で
送
っ
て
や
る
用
が
あ
っ
て
'
1
人
の
男
に
あ
づ
け

:
,
T
・

て
出
し
て
や
り
ま
し
た
が
、
程
な
く
走
っ
て
来
て
、
「
乞
食
橋
の
向
ふ
ま
で
行

-
と
、
牛
が
坐
り
込
ん
で
、
ど
う
し
て
も
勤
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
」
と
い
ふ

の
で
す
。
「
意
気
地
の
な
い
弱
虫
だ
。
そ
れ
ぢ
や
お
前
が
行
っ
て
手
伝
っ
て
や

れ
。
」
と
云
っ
て
'
小
力
の
あ
る
他
の
男
を
附
け
て
や
り
ま
し
た
が
、
し
ば
ら

-
す
る
と
、
そ
れ
が
又
帰
っ
て
来
て
「
二
人
で
は
'
・
ど
う
し
て
も
立
ち
ま
せ

ん
.
」
と
申
し
ま
す
。
「
馬
鹿
な
奴
だ
、
二
人
掛
り
で
牛
1
匹
動
か
せ
な
い
蚊
が

あ
る
か
。
そ
れ
ぢ
や
五
平
へ
お
前
行
っ
て
や
れ
。
」
と
申
し
ま
す
と
、
五
平
は

;
,
;
I

「
情
な
い
奴
だ
な
'
そ
れ
ぢ
や
己
れ
が
-
つ
立
た
し
て
や
ら
う
か
.
」
な
ど
1

云
っ
て
'
威
勢
よ
-
出
か
け
て
行
き
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
へ
　
そ
れ
も

ま
た
帰
っ
て
来
て
'

「
旦
那
へ
ど
う
し
て
も
動
き
ま
せ
ん
よ
。
今
日
は
ど
う
か
し
た
ん
で
す
な
。

打
っ
て
も
、
叩
い
て
も
'
引
張
っ
て
も
、
だ
ま
し
て
も
、
t
寸
も
利
き
ま
せ
ん

や
。
」

と
申
し
ま
し
た
。
私
は
「
を
か
し
い
事
だ
'
し
か
し
己
れ
が
行
け
ば
ど
う
に
か

な
る
だ
ら
う
。
」

と
怪
し
み
な
が
ら
へ
動
物
に
対
す
る
飼
主
の
威
光
と
、
男
共
に
は
多
少
優
っ
た

1
日
の
長
と
を
頼
み
に
し
て
急
い
で
行
っ
て
見
ま
す
と
'
成
程
へ
牛
の
奴
が
木

戸
邸
(
今
の
廃
兵
院
)
　
の
裏
門
の
前
に
大
盤
石
と
腰
を
裾
ゑ
て
居
り
へ
ま
は
り

に
は
真
黒
に
人
だ
か
り
放
し
て
ゐ
ま
す
o
そ
れ
か
ら
私
は
三
人
の
男
に
手
伝
は

し
て
嘩
っ
っ
た
り
、
あ
や
し
た
り
、
い
ろ
・
-
～
と
工
夫
を
し
て
見
ま
し
た
が
、

ど
う
し
て
も
一
寸
も
動
か
す
事
が
出
来
ま
せ
ん
。

因
り
ぬ
い
て
呆
然
と
し
て
居
り
ま
す
と
、
人
だ
か
り
の
中
に
、
単
位
を
着
て

股
引
を
は
い
た
馬
方
ら
し
い
六
十
恰
好
の
老
爺
さ
ん
が
居
り
ま
し
た
が
'

「
旦
那
'
そ
れ
ぢ
や
動
き
ま
す
ま
い
よ
。
私
が
1
つ
や
つ
て
見
ま
せ
う
か
。
」

と
云
っ
て
呉
れ
ま
し
た
。
「
そ
れ
は
有
難
い
、
是
非
に
」
と
云
っ
て
、
ね
ん
ご

ろ
に
頼
み
ま
す
と
'
老
爺
さ
ん
は
私
の
手
か
ら
鼻
銅
を
取
っ
て
、
静
か
に
牛
の

右
側
に
立
ち
ま
し
た
が
'
右
の
手
に
持
っ
た
綱
を
伸
ば
し
て
'
年
の
尻
辺
を
軽

く
打
ち
な
が
ら
、
「
し
つ
/
＼
」
と
申
し
ま
す
と
'
大
狩
石
の
牛
が
、
忽
ち
1

身
振
ひ
し
て
ム
ッ
ク
-
と
起
き
上
が
り
ま
し
た
.
そ
れ
か
ら
老
爺
さ
ん
は
、
後

ろ
の
方
に
立
っ
て
尻
を
打
ち
つ
1
二
三
度
円
く
引
き
廻
は
し
ま
し
た
が
、
や
が

て
三
四
十
間
追
っ
て
行
つ
て
、

「
さ
ァ
'
か
う
し
て
後
ろ
か
ら
追
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
も
う
大
丈
夫
で

す
。
」

と
云
っ
て
綱
を
渡
し
て
呉
れ
ま
し
た
。

私
は
厚
-
礼
を
述
べ
て
別
か
れ
ま
し
た
が
'
此
の
時
電
光
の
や
う
に
私
の
頭

に
浮
か
ん
で
来
た
の
は
'
例
の
海
上
氏
の
云
は
れ
た
'
牛
に
は
「
追
ふ
」
と
い

ふ
我
が
古
言
で
あ
り
ま
し
た
.
私
は
1
向
古
学
に
不
案
内
で
す
が
'
古
い
大
和

言
葉
の
中
に
は
'
い
-
ら
も
斯
う
い
ふ
風
に
も
祖
先
が
幾
百
年
の
経
験
を
結
品

さ
せ
て
、
三
四
字
の
中
に
不
動
の
真
理
を
髭
み
込
ん
だ
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
り

ま
せ
う
。
言
葉
の
味
は
ひ
な
ん
と
い
ふ
も
の
も
'
実
に
え
ら
い
も
ん
で
す
ね
。
」

私
は
此
の
老
農
友
の
話
を
ば
、
買
島
が
「
推
哉
」
の
話
よ
り
も
'
応
挙
が

「
増
の
し
こ
の
謡
よ
り
も
、
観
世
太
夫
が
「
木
賊
刈
」
の
詔
よ
り
為
、
フ
ロ
ー

ベ
ル
が
「
1
語
説
」
よ
り
も
、
更
に
面
自
-
更
に
意
味
が
深
い
と
思
ひ
、
黙
す

に
も
だ
さ
れ
ず
し
て
備
忘
す
る
こ
と
に
し
た
.
(
五
十
鳳
力
氏
)
　
(
有
朋
堂
版

「
国
語
の
力
」
、
1
二
九
-
1
三
二
ペ
)

右
の
老
農
友
H
氏
の
語
は
'
五
十
嵐
力
博
士
の
随
想
集
「
八
重
む
ぐ
ら
」
　
(



大
正
6
年
4
月
4
日
、
敏
文
堂
古
店
刊
)
　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
番
の
「
八

重
葎
の
這
ふ
ま
～
に
」
と
い
う
文
章
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に

は
、
「
八
重
葎
の
這
ふ
や
う
に
'
聯
想
の
蔓
を
勝
手
次
第
に
這
は
し
て
見
よ
う

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
」
　
(
同
上
古
'
九
三
ペ
)
と
し
て
、
t
二
ば
か
り
の
話
が

記
述
さ
れ
て
い
る
.
老
出
友
H
氏
の
詔
(
前
掲
)
は
へ
そ
の
六
番
目
に
あ
た

り
'
も
っ
と
も
長
い
分
毘
を
持
っ
て
い
る
。

五
十
嵐
力
博
士
は
'
別
に
同
書
の
中
に
「
有
難
き
老
医
」
と
い
う
文
章
を
収

め
て
い
る
O
博
士
の
私
淑
さ
れ
た
「
老
医
」
　
(
「
掘
本
義
明
鎗
」
)
の
こ
と
を

思
い
出
す
ま
ま
に
「
ポ
ッ
/
＼
書
き
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
有
雑
き
老
医
」
と
い
う
文
章
の
「
前
お
き
」
に
あ
た
る
部
分
に
'
つ
ぎ
の
よ

う
な
〓
即
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
。

「
私
の
近
所
に
加
島
と
云
っ
て
七
十
余
歳
に
な
る
米
屋
の
お
婆
さ
ん
が
居
り

ま
す
。
達
者
で
、
働
き
者
で
、
正
直
で
'
世
話
好
き
で
、
み
ん
な
に
信
用
さ
れ

て
居
る
お
婆
さ
ん
で
あ
り
ま
す
が
'
此
の
お
婆
さ
ん
が
郷
里
な
る
千
葉
県
の
田

舎
へ
行
っ
た
時
に
t
 
T
皮
近
所
の
小
娘
で
、
茶
屋
に
売
ら
れ
て
行
-
と
い
ふ
の

が
あ
り
ま
し
た
.
お
婆
さ
ん
は
大
屑
不
問
に
思
っ
て
、
東
京
へ
行
け
ば
ど
う
に

つ

か
な
る
だ
ら
う
と
い
ふ
の
で
、
急
場
を
救
っ
て
作
れ
て
来
ま
し
た
が
、
自
分
の

う
上
ソ

家
の
小
間
快
に
し
て
'
暫
ら
く
使
っ
て
居
る
中
に
'
其
の
小
娘
が
い
つ
の
間
に

か
お
爺
さ
ん
の
胤
を
宿
し
ま
し
た
.
お
婆
さ
ん
は
び
つ
-
り
し
て
'
1
時
は
非

常
に
腹
立
ち
ま
し
た
が
'
篤
と
考
へ
直
し
て
、
一
切
を
不
仕
合
と
あ
き
ら
め
、

そ而
し
て
子
の
無
い
の
を
幸
ひ
に
、
其
の
赤
ン
坊
を
育
て
る
こ
と
に
し
て
、
そ
れ

か
ら
し
っ
か
り
と
家
を
治
め
へ
夫
が
死
ん
で
か
ら
も
其
の
女
と
子
供
と
を
面
倒

見
て
へ
波
風
一
つ
立
て
ず
に
立
派
に
暮
ら
し
て
居
り
ま
す
。
私
は
之
れ
を
聞
い

て
'
か
や
う
な
人
が
あ
っ
て
こ
そ
世
の
中
も
立
っ
て
行
-
の
だ
と
'
其
の
心
根

を
優
し
く
床
し
く
思
ひ
ま
し
た
.

＼

私
の
書
き
た
い
と
思
ふ
の
は
、
か
う
い
ふ
種
類
の
、
伯
目
が
ち
な
、
腰
の
低

い
、
北
び
ら
式
の
事
で
あ
り
ま
す
。
私
の
心
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
『
偉
い
』

『
高
い
』
と
い
ふ
や
う
な
事
を
感
ず
る
素
質
を
欠
い
て
居
り
ま
す
。
殊
に
『
え

ら
さ
』
　
『
高
さ
』
に
関
す
る
人
造
の
目
盛
に
対
し
て
は
'
殆
ん
ど
色
盲
か
と
も

思
は
れ
る
ほ
ど
感
じ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
位
』
　
『
爵
』
　
『
熟
』
　
『
級
』
　
『
博
』

な
ど
い
ふ
文
字
に
対
し
て
は
'
張
子
の
虎
の
や
う
に
八
釜
し
い
撰
字
だ
と
恩
ふ

だ
け
で
、
常
に
i
種
の
は
か
な
い
滑
稽
を
感
じ
て
居
り
ま
す
o
私
は
ミ
ス
タ
ー
、

グ
ラ
ッ
ト
ス
-
-
ン
な
る
が
故
に
グ
ラ
ツ
-
ス
ト
ー
ン
を
好
ん
で
居
り
ま
す
。

素
面
の
平
民
福
沢
諭
吉
君
な
る
が
故
に
福
沢
翁
が
好
き
で
あ
り
ま
す
。

恩
は
ず
自
分
の
偏
屈
な
癖
話
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
'
私
の
謂
は
ゆ
る

む
ほ

『
有
難
き
老
医
』
は
九
州
の
大
大
名
の
子
と
生
ま
れ
、
後
に
は
赤
坂
田
町
の
小

ッ
ぼ
け
な
下
駄
尾
の
古
店
に
住
ん
で
、
七
十
三
歳
(
?
)
　
に
至
る
ま
で
生
洋
仁

術
を
施
し
た
方
で
あ
り
ま
す
o
」
　
(
同
上
書
へ
六
～
九
ペ
)

こ
れ
に
よ
っ
て
、
五
十
嵐
力
博
士
の
人
間
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
老
農

友
H
氏
の
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
も
'
そ
こ
に
兄
い
だ
さ
れ
る
。

さ
て
'
五
十
脱
力
博
士
は
'
随
想
集
「
八
重
葎
」
に
収
め
ら
れ
た
「
老
畏
友
H

氏
」
の
「
謂
」
　
(
挿
話
)
を
'
「
国
語
の
力
」
が
1
九
二
二
年
(
大
正
1
　
1
)

五
月
に
刊
行
さ
れ
て
か
ら
三
年
後
の
1
九
二
五
年
(
大
正
1
四
)
秋
へ
早
稲
田

大
学
大
隈
会
館
に
お
け
る
全
国
処
女
会
代
表
者
諸
氏
招
待
全
席
上
に
お
い
て
な

さ
れ
た
「
国
語
の
愛
護
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
、
具
体
例
と
し
て
引
か
れ
'

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
そ
れ
か
ら
御
手
許
に
差
上
げ
た
刷
物
に
『
牛
を
追
ふ
』
と
い
ふ
句
が
出
て

3

E

H

泥

居
り
ま
す
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
稗
田
杉
尿
君
と
い
ふ
老
㍑
友
の
面
白
い
経

験
談
が
あ
り
ま
す
.
そ
れ
は
嘗
て
つ
ま
ら
ぬ
随
筆
集
(
引
用
者
注
へ
前
出
「
八

重
葎
」
の
こ
と
。
)
の
中
に
書
き
入
れ
て
あ
り
ま
す
の
で
'
既
に
御
承
知
の
御



は
や

方
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
か
う
い
ふ
話
で
。
私
の
近
所
に
稗
田
君
と
い
ふ
、
夙
く

に
早
稲
田
大
学
の
政
治
科
を
卒
業
し
て
後
へ
数
年
米
国
に
遊
ん
で
、
帰
っ
て
来

て
か
ら
牧
畜
=
3
産
の
業
に
没
頭
し
て
居
る
隠
逸
的
の
奇
人
が
あ
り
ま
す
が
、
此

の
人
が
'
或
日
所
用
あ
っ
て
、
t
匹
の
牛
を
板
橋
に
送
り
ま
し
た
o
と
こ
ろ
が

暫
ら
く
す
る
と
'
牛
を
つ
れ
て
出
か
け
た
小
僧
が
帰
っ
て
来
て
'
『
乞
食
栢
』

(
三
四
丁
離
れ
た
処
に
あ
る
橋
)
の
側
ま
で
行
く
と
、
牛
が
す
わ
り
込
ん
で
動

き
ま
せ
ん
。
』
と
云
ひ
ま
し
た
。
稗
田
氏
は
少
し
年
上
の
牧
夫
を
つ
け
て
や
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
間
も
な
く
帰
っ
て
来
て
、
『
二
人
で
骨
折
っ
て
も
、

ど
う
し
て
も
動
き
ま
せ
ん
o
』
と
い
ひ
ま
し
た
.
稗
田
氏
は
、
今
度
は
牧
場
I

¥rt

の
牛
級
に
馴
れ
た
男
を
や
り
ま
し
た
が
'
程
経
て
そ
れ
も
ま
た
、
す
ど
-
・
と

帰
っ
て
来
て
、
『
旦
那
、
今
日
は
ど
う
し
た
も
の
か
'
と
て
も
動
き
ま
せ
ん
よ

。
』
と
云
ひ
ま
し
た
。
稗
田
氏
は
不
審
に
思
っ
た
が
'
と
に
か
く
行
っ
て
見
る

と
,
成
程
へ
橋
の
祝
に
牛
の
蚊
が
大
叡
石
と
す
わ
り
込
ん
で
'
あ
た
り
に
は
真

黒
に
人
だ
か
り
が
し
て
居
り
ま
し
た
O
そ
れ
か
ら
稗
田
氏
は
、
鼻
網
を
執
っ
て

威
し
っ
す
か
し
っ
'
い
ろ
-
に
あ
や
な
し
て
見
ま
し
た
が
'
さ
ッ
ぼ
り
利
き

ま
せ
ん
.
も
て
余
し
て
、
が
っ
か
り
も
て
居
り
ま
す
と
、
人
だ
か
り
の
中
か

ら
,
法
被
を
着
た
年
方
ら
し
い
老
人
が
出
て
来
て
、
『
私
が
一
つ
立
た
し
て
上

げ
ま
せ
う
か
。
』
と
云
ひ
ま
し
た
。
稗
田
氏
が
悦
ん
で
手
綱
を
渡
す
と
、
老
法

被
は
そ
の
綱
を
取
っ
て
牛
の
右
側
に
立
ち
ま
し
た
が
、
其
の
端
で
牛
の
尻
の
あ

た
り
を
二
三
度
軽
-
打
つ
と
、
大
熊
石
の
年
が
'
む
つ
-
り
と
起
き
上
り
ま
し

マ
T
>

た
。
そ
れ
か
ら
彼
れ
は
、
賢
-
群
衆
を
尻
目
に
か
け
つ
ゝ
、
三
四
度
ク
ル
　
-

と
引
き
廻
し
て
後
に
、
手
綱
を
稗
田
氏
に
渡
し
て
、
『
サ
、
此
の
綱
を
取
っ

マ
マ

て
、
後
か
ら
追
っ
て
入
ら
っ
し
ゃ
い
。
』
と
云
ひ
ま
し
た
。

稗
田
氏
は
心
か
ら
感
謝
し
て
手
綱
を
受
取
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
へ

古
い
一
つ
の
記
憶
が
電
光
石
火
の
や
う
に
彼
れ
の
疎
に
浮
か
ん
で
来
ま
し
た
.

そ
れ
は
　
明
治
天
皇
の
歌
道
の
御
師
匠
様
で
あ
っ
た
高
崎
正
風
翁
と
い
ふ
人
の

作
っ
た
歌
に
関
す
る
話
で
、
か
う
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
.
翁
は
昏
て
『
年
ひ
-
ら

云
々
と
い
ふ
歌
を
詠
ん
だ
時
に
'
海
上
胤
平
と
い
ふ
老
歌
人
の
や
か
ま
し
い
批

評
家
が
'
そ
れ
を
評
し
て
'
年
に
ひ
く
と
い
ふ
の
は
面
白
く
な
い
、
大
和
詞
で

は
、
『
牛
に
は
追
ふ
と
言
ひ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
』
と
云
ひ
ま
し
た
。
稗
田

氏
は
此
の
批
評
を
読
ん
で
、
歌
人
な
ん
て
い
ふ
者
は
、
閑
に
任
せ
て
下
ら
ぬ

事
を
石
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
o
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
っ
て
、
其
の
後
十
数
年

;
,
:
I

間
、
唯
だ
の
1
度
も
恩
ひ
出
し
た
こ
と
が
な
か
つ
た
が
'
其
の
記
憶
が
今
へ
訊

然
'
忽
然
、
猛
然
と
し
て
、
意
識
の
両
に
朝
を
も
た
げ
出
し
て
来
た
の
で
あ
り

ま
す
。

大
和
詞
と
い
ふ
は
え
ら
い
尊
い
も
の
で
す
ね
。
『
牛
を
追
ふ
』
-
唯
だ
此

:
I
:
I

の
1
つ
の
言
葉
に
も
、
吾
吾
の
祖
先
の
幾
百
年
怨
千
年
の
経
験
が
、
煎
じ

つ
め
て
'
畳
み
込
め
ら
れ
て
居
る
の
で
す
か
ら
ね
。

こ
れ
が
稗
田
氏
の
述
懐
で
あ
り
ま
し
た
が
、
か
う
い
ふ
例
を
見
る
と
、
同
語

マ
マ

の
趣
味
威
力
と
い
ふ
も
の
が
'
今
更
に
感
ぜ
ら
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
.
」

(
「
国
語
の
愛
護
」
へ
昭
和
3
年
4
月
2
3
日
へ
早
稲
田
大
学
出
版
部
刊
、
三
1

-
三
三
ペ
)

随
想
集
「
八
重
葎
」
所
収
の
老
農
H
氏
の
話
と
論
集
「
国
語
の
愛
護
」
所
収

の
講
演
記
録
と
し
て
の
老
農
稗
田
氏
の
詔
と
は
'
素
材
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の

で
あ
る
が
へ
そ
の
述
べ
方
に
は
か
な
り
の
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
.
随
想
集
「

八
重
葎
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
う
が
、
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
文
章
全
体

の
組
み
立
て
は
、
わ
か
り
や
す
く
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

な
お
、
五
十
嵐
力
博
士
は
、
昭
和
1
三
年
(
1
九
三
八
)
　
二
月
に
、
新
し

い
「
国
語
の
愛
護
」
　
(
昭
和
1
 
3
年
1
 
1
月
1
5
日
へ
白
水
社
刊
)
を
刊
行
さ
れ
、
そ

の
中
に
'
例
の
講
輯
記
録
「
国
語
の
愛
護
」
を
再
び
収
録
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

′



る
と
、
本
文
中
の
「
そ
れ
は
　
明
治
天
皇
の
歌
道
の
御
師
匠
様
で
あ
っ
た
高
崎
正

風
翁
と
い
ふ
人
の
作
っ
た
歌
に
関
す
る
話
で
、
か
う
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
」

(
白
水
社
版
　
「
国
語
の
愛
護
」
、
1
1
1
六
ペ
)
　
の
つ
ぎ
に
、
左
の
よ
う
な
柵

注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
.
(
こ
の
高
崎
翁
の
歌
と
い
ふ
の
が
稗
田
氏
の
記
憶
の

誤
り
で
、
実
は
小
出
粂
翁
の
「
屈
の
男
が
牛
ひ
き
か
へ
る
う
し
ろ
影
見
る
7
1

消
え
て
野
は
暮
れ
に
け
り
」
に
対
す
る
海
上
翁
の
批
評
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
昭

和
十
一
年
に
な
り
、
三
宅
光
撃
、
松
田
好
夫
二
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
o
)
　
(
同
上
書
へ
　
1
三
八
-
1
三
九
ペ
)

ち
な
み
に
,
早
大
出
版
部
版
「
同
語
の
愛
護
」
は
、
第
1
国
語
の
愛
護
へ
第

二
同
語
国
文
の
詑
更
な
る
着
眼
点
を
論
ず
、
第
三
ヱ
1
-
1
氏
の
『
英
訳
源
氏

物
語
』
を
読
む
、
第
四
欝
ふ
か
、
与
へ
る
か
、
第
五
雄
弁
そ
ゞ
ろ
ご
と
、
第
六

教
育
家
と
し
て
の
坪
内
追
遥
先
生
、
の
六
編
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
'
講
演
記
録

「
国
語
の
愛
護
」
は
、
そ
の
初
め
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
'
白
水

社
版
「
国
語
の
愛
護
」
の
ほ
う
は
、
第
一
子
供
を
相
手
の
つ
も
り
で
試
み
に
国

語
を
大
事
に
す
べ
き
こ
と
を
語
る
、
軍
一
部
分
品
(
国
語
教
育
私
論
)
、
第
三

国
語
国
文
の
重
更
な
る
着
眼
点
を
諭
ず
'
第
四
国
語
の
愛
護
、
の
四
編
を
も
っ

て
編
成
さ
れ
へ
講
拐
記
録
「
国
語
の
愛
護
」
は
へ
そ
の
お
し
ま
い
に
軍
を
b
れ

て
い
た
。

「
国
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
挿
話
で
は
、
「
し
ば
ら
-
す
る
と
、
そ

れ
が
又
帰
っ
て
来
て
『
二
人
で
は
'
_
ど
う
し
て
も
立
ち
ま
せ
ん
O
』
と
申
し
ま

す
o
」
　
(
有
朋
蛍
版
「
国
語
の
力
」
、
1
三
〇
ペ
)
と
い
う
文
の
中
で
、
「
二

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

人
で
は
、
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
八
重
葎
」
で
は
、
「
『
二
人
で
も
'

ど
う
し
て
も
立
ち
ま
せ
ん
。
』
と
印
し
ま
し
た
。
」
　
(
同
上
討
、
1
0
1
ペ
)

と
な
っ
て
お
り
'
講
演
記
録
「
国
語
の
愛
護
」
で
は
、
「
そ
れ
が
ま
た
間
も
な
く

帰
っ
て
来
て
、
『
]
」
刈
可
骨
折
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
動
き
ま
せ
ん
o
』
と
い

ひ
ま
し
た
。
」
　
(
早
大
出
版
部
版
、
三
1
ペ
'
白
水
社
販
'
1
1
1
一
七
ペ
)
と

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

な
っ
て
い
る
。
「
二
人
で
も
」
1
「
二
人
で
は
」
、
こ
れ
は
「
国
語
の
力
」
へ

ヽ

　

　

ヽ

の
引
用
に
あ
た
っ
て
'
も
ー
は
と
変
じ
た
と
見
ら
れ
る
。

五
十
嵐
力
博
士
に
は
、
「
半
農
生
活
そ
の
ま
ゝ
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
へ
そ

の
中
で
、
博
士
は
'
「
私
は
明
治
四
十
年
の
春
以
来
へ
小
石
川
表
の
黒
鴨
と
い

ふ
片
田
舎
に
引
込
ん
で
'
本
読
み
と
も
つ
か
ず
、
百
姓
と
も
つ
か
ぬ
中
途
半
端

な
生
活
を
し
て
居
り
ま
す
、
初
め
は
読
み
書
き
七
分
百
姓
三
分
と
い
ふ
程
の
兼

合
に
頭
を
使
い
分
け
て
'
暢
気
さ
う
に
見
え
て
実
は
甚
だ
気
の
挟
め
る
挙
り
し

方
を
し
て
揺
り
ま
し
た
が
、
此
の
兼
合
が
段
々
に
変
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
五

分
1
J
J
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
今
後
は
出
来
る
も
の
な
ら
へ
先
の

兼
合
を
倒
ま
に
し
て
、
百
姓
七
分
読
み
背
き
三
分
と
い
ふ
処
に
進
め
、
枯
れ
に

は
耕
し
雨
に
は
読
み
、
朝
日
と
共
に
起
き
、
烏
と
共
に
寝
ね
'
釦
鍬
を
取
っ
て

ヽ
,
i
・

大
地
と
い
ふ
お
母
さ
ん
の
大
き
な
懐
に
抱
か
れ
つ
と
心
の
本
然
の
肌
理
を
荒

あ

す
や
う
な
文
明
の
風
に
は
、
成
る
べ
-
中
た
ら
な
い
や
う
に
し
て
過
し
た
い
と

思
っ
て
居
り
ま
す
　
V
'
t
o
d
o
g
o
o
d
=
は
私
に
は
及
び
も
つ
か
ぬ
事
で
す
。

私
は
"
t
o
b
e
g
o
o
d
"
の
百
姓
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
、
欲
に
は
土
に
活

き
る
百
姓
の
道
を
説
き
得
れ
ば
よ
い
'
精
神
の
こ
も
っ
た
百
姓
の
歌
が
歌
へ
れ

ば
よ
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
な
か
1
-
＼
山
来
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」
　
(
「
半

農
生
活
」
、
大
正
3
年
6
月
1
3
日
'
弘
学
館
書
店
刊
、
1
-
四
ペ
)
と
、
近
況

を
述
べ
ら
れ
た
。

五
十
嵐
力
博
士
が
近
所
に
住
む
老
盟
友
H
氏
(
稗
田
杉
犀
氏
)
に
出
会
わ
れ
、

そ
の
「
牛
を
追
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
関
す
る
経
験
談
を
聞
か
れ
る
に
至
っ
た

機
縁
は
、
五
十
嵐
力
博
士
み
ず
か
ら
選
ば
れ
た
、
そ
の
半
農
生
活
に
発
し
て
い

た
の
で
あ
る
。



五
十
描
力
博
士
は
'
老
畏
友
H
氏
の
謡
に
感
じ
入
っ
て
t
 
H
氏
の
謡
を
聞
い

て
告
J
I
*
-
I
つ
け
る
に
至
っ
た
心
情
を
'
「
私
は
此
の
老
農
友
e
j
話
を
ば
'
買
砧
が

『
粁
聖
の
詔
よ
り
も
、
応
挙
が
『
猫
の
し
1
』
の
謡
よ
り
も
、
槻
世
太
夫
が

『
木
班
刈
』
の
詔
よ
り
も
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
が
『
1
語
説
』
よ
り
も
、
更
に
面
白

も
だ

く
更
に
意
味
が
深
い
と
思
ひ
、
黙
止
す
に
も
だ
さ
れ
ず
し
て
備
忘
す
る
こ
と
に

し
た
。
」
　
(
「
八
重
葎
」
、
一
〇
四
～
一
〇
五
ペ
'
有
朋
堂
「
国
語
の
力
」
、

1
三
二
ペ
)
と
述
べ
ら
れ
た
。
貿
島
・
応
挙
・
槻
世
太
夫
・
フ
ロ
ー
ベ
ル
ら
の

ば
あ
い
と
老
畏
友
H
氏
の
詔
と
が
比
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
よ
り
も
い
っ
そ
う
お
も

し
ろ
く
い
っ
そ
う
正
味
が
深
い
と
考
え
て
、
進
ん
で
古
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
へ
更
島
の
推
孤
の
話
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
文
章
講
話
」

(
明
治
3
8
年
6
月
4
日
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
刊
)
に
お
い
て
'
「
文
章
の
穏

当
」
　
(
第
七
章
)
　
の
条
に
、
つ
ざ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

「
語
句
の
穏
当
へ
足
れ
実
に
古
来
の
文
章
家
が
立
も
苦
心
し
た
事
の
一
つ
で

あ
る
。
説
を
立
て
怨
を
光
ふ
る
は
彼
等
の
事
業
の
1
半
に
過
ぎ
ぬ
、
自
重
す
る

カ
4
1
匠
に
取
っ
て
は
之
れ
を
言
ひ
素
は
す
こ
と
が
寧
ろ
1
層
の
難
事
で
あ
っ
た
o

・
^
-
・
^
 
-
;
4
;
ハ
　
　
　
　
し
て
1
<
-
心
し
た
葦
]
譜
は
W
-
 
-
<
 
-
¥
.
生
a
に
阿
る
多
い
0
円
洋
に

於
い
て
は
、
グ
レ
ー
が
廃
寺
懐
旧
の
哀
歌
へ
彼
れ
は
其
の
彫
諒
に
十
二
年
を
費

や
し
た
。
,
r
f
ル
-
ン
の
『
失
楽
田
)
]
は
後
人
其
の
1
字
1
句
た
り
と
も
改
め
む

と
試
み
た
が
、
半
個
の
環
所
を
も
見
出
だ
し
得
ず
し
て
筆
を
拙
っ
た
と
い
は
る

1
0
支
那
に
は
欧
暢
修
が
其
の
草
稿
を
古
斉
の
壁
に
貼
り
付
け
て
添
削
又
添

削
、
原
用
い
る
字
が
遂
に
一
つ
も
無
-
な
っ
た
と
い
ふ
苦
心
談
が
あ
る
。
唐
の

0

更
鵜
、
或
時
拐
馬
に
跨
ツ
て
魔
を
出
で
、
途
中
『
馬
宿
池
辺
樹
、
僧
孤
月
下
門
』

°

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

二

　

　

l

　

二

　

一

と
い
ふ
句
を
得
た
が
'
融
を
抱
に
改
め
た
ら
ば
と
忠
ひ
煩
う
て
、
手
も
て
推
す

真
似
砧
-
真
似
を
し
っ
1
心
も
空
に
進
む
中
'
忽
ち
人
に
誰
何
さ
れ
て
我
れ
に

帰
れ
ば
、
思
ひ
き
や
知
ら
ぬ
家
の
玄
関
に
乗
り
つ
け
て
居
た
。
田
島
も
さ
す
が0

に
驚
い
た
が
、
実
を
話
す
と
'
率
に
も
叩
退
之
の
家
'
退
之
も
肘
合
は
せ
て
砧

よ
ヽ
ヽ

が
佳
い
と
評
を
下
し
た
と
い
ふ
話
o
後
世
文
章
を
錬
る
こ
と
を
推
敵
と
い
ふ

は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
ツ
た
の
で
あ
る
.
我
が
国
に
は
、
荻
生
視
線
が
南
郊
文
集

の
序
を
書
い
た
時
書
き
捨
て
の
草
稿
箱
に
満
ち
た
と
い
ふ
謡
、
加
賀
の
千
代
が

は
と
ゝ
ぎ
す
の
十
七
字
に
1
夜
を
吟
じ
明
か
し
た
謡
が
あ
る
0
菅
元
相
が
筑
紫

に
左
遷
さ
る
1
時
の
歌
『
君
が
住
む
宿
の
梢
を
行
-
ー
-
～
も
か
-
る
ゝ
ま
で
に

^
サ
>
^
r
e

か
へ
り
見
し
か
な
』
(
『
大
鏡
』
)
の
鼓
後
の
句
『
拾
遺
集
』
に
は
『
か
へ
り

o
o
o
o
o
o

見
し
は
や
』
と
あ
り
、
謡
曲
『
道
明
寺
』
に
は
『
か
へ
り
見
ぞ
す
る
』
と
あ

る
。
菅
公
が
軽
々
に
試
み
ら
れ
た
の
か
、
後
人
の
加
筆
か
'
い
づ
れ
に
し
て
も

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

穏
当
を
思
ひ
宗
じ
て
の
作
り
か
へ
で
あ
ら
う
。
凡
べ
て
如
何
な
る
思
想
に
も
必

ずヽ
之
れ
を
表
は
す
に
恰
も
好
い
三
m
が
あ
り
、
此
の
1
語
を
用
ゐ
ね
ば
金
拾
奈

落
よ
り
生
え
ぬ
い
た
様
な
大
丈
夫
な
文
章
は
出
来
ぬ
。
点
と
点
と
の
斑
も
短
き

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

距
離
は
唯
だ
1
条
の
前
線
で
あ
る
如
く
如
何
な
る
思
想
物
に
て
も
之
れ
を

ヽ
ヽ
1
1
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ひ
と
つ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、

最
も
よ
く
麦
は
し
得
る
語
は
世
界
に
た
ツ
た
一
節
の
外
無
い
と
い
う
て
可
い
。
」

(
同
上
青
、
九
八
-
九
九
ペ
'
「
新
文
章
講
話
」
(
約
刷
版
)
、
1
五
二
-
1
五
三
ペ
)

五
十
嵐
力
博
士
は
'
買
島
の
推
荷
の
栢
詔
を
中
核
に
し
て
、
内
外
の
多
-
の

苦
心
し
た
逸
話
群
を
挙
げ
ら
れ
た
。
「
如
何
な
る
思
想
に
て
も
最
も
よ
く
之
れ

を
表
は
す
語
は
世
界
に
「
個
あ
る
の
み
O
」
(
右
の
引
用
文
の
末
尾
の
上
欄
に

置
か
れ
た
文
。
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
1
語
説
の
考
え
方
と
重
な
る
.
)
-
こ
う
し

た
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
五
十
嵐
力
博
士
が
、
後
年
老
農
H
氏
の
語
に
感
銘
す

る
の
は
'
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
'
応
挙
が
「
曙
の
し
1
」
の
話
・
田
世
太
夫
が
「
木
賊
刈
」
の
話
に
つ

い
て
は
,
す
で
に
「
票
常
識
修
辞
学
」
(
明
治
等
-

。
月
1
1
日
,
文
具
芸

房
・
服
部
書
店
刊
)
に
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
た
.



「
如
何
な
る
事
物
で
も
、
最
も
適
切
穏
当
に
之
れ
を
言
ひ
衰
は
し
得
る
言
葉

一
T

は
世
非
に
只
ツ
た
1
つ
だ
け
し
か
無
い
o
此
の
唯
だ
1
個
の
言
光
を
探
が
し
当

て
る
事
が
、
古
来
の
名
匠
の
滋
も
苦
心
し
た
所
で
、
之
れ
を
按
が
し
あ
て
ね
ば

神
晶
傑
作
は
出
来
あ
が
ら
ぬ
。
故
に
語
句
事
例
の
穏
当
と
い
ふ
事
は
1
面
か
ら

い
ふ
と
文
章
遠
の
極
致
と
い
う
て
も
よ
い
.
杭
の
無
い
満
足
な
文
を
目
安
と
す

る
基
礎
の
論
に
於
い
て
は
'
こ
れ
ほ
ど
八
釜
し
く
い
ふ
必
要
は
な
い
が
、
と
に

か
-
穏
当
な
る
語
句
を
用
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
溝
足
な
文
章
の
一
要
件
た
る
こ

と
は
争
は
れ
ぬ
。

こ
れ
は
文
章
に
限
っ
た
事
で
は
な
い
.
工
人
は
最
後
の
1
鈍
に
朝
を
悩
ま

い-*'f>fl

し
、
彫
刻
家
は
以
後
の
1
㌍
迂
忠
ひ
を
凝
ら
す
.
槻
世
太
夫
が
『
木
賊
刈
』
の
能

を
糾
う
た
時
に
鋲
の
使
ひ
方
に
つ
い
て
田
原
の
百
姓
の
批
難
に
感
じ
た
の
も
こ

れ
で
あ
る
。
応
挙
が
親
指
の
し
～
の
画
に
つ
い
て
野
人
樵
夫
の
評
言
に
感
じ
た

の
も
こ
れ
で
あ
る
.
名
優
が
普
通
の
女
に
扮
す
る
時
は
畳
一
枚
を
縦
に
八
足
に

踏
み
へ
姫
君
に
扮
す
る
場
合
に
は
十
足
に
踏
み
、
老
人
の
故
の
持
ち
方
は
、
真

人
の
場
合
に
は
朝
を
少
し
出
し
て
握
り
、
貴
人
に
は
頭
に
栂
指
を
か
け
る
な
ど

い
ふ
細
か
な
注
意
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
此
の
注
意
へ
易
き
が
如
く
に
し
て

実
に
脱
る
難
い
。
後
人
が
1
字
1
句
を
も
改
め
得
な
か
っ
た
と
称
せ
ら
る
1
,
,
,

ル
ト
ン
の
『
失
楽
間
』
で
も
虎
将
等
が
天
上
の
光
栄
を
失
っ
て
淋
し
げ
に
立
て

し
も
と
ほ
ら

る
や
つ
れ
姿
を
松
柏
の
大
木
が
雷
火
に
頚
を
焼
き
去
ら
れ
て
柁
原
の
中
に
立
て

る
に
比
べ
た
聖
職
な
ど
'
奇
抜
な
所
は
あ
る
が
、
猶
は
雷
火
は
樹
木
の
幹
を
伝

う
て
縦
に
引
き
裂
-
も
の
で
'
幹
を
其
の
ま
ゝ
残
し
て
頭
だ
け
を
杭
さ
ま
に
焼

き
ま
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
て
、
闘
壷
不
穏
当
の
批
難
を
受
け
て
居
る
。
ゲ
ー

テ
が
有
名
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
評
'
ハ
ム
レ
ツ
-
の
最
後
は
其
の
性
格
の
発

y?a/r..- '-'-」),-,べユ'. 'JL.I. 'い　　　　Lt　　へ"i'-Y七　　十を小jTJハ!J汁に花:

い
た
や
う
な
も
の
'
木
は
年
々
に
生
長
す
る
'
根
も
亦
之
れ
と
共
に
蔓
る
、
根

の
蔓
っ
た
結
果
、
遂
に
鉢
を
割
る
に
至
る
に
同
じ
と
い
う
た
名
比
境
な
ど
も
も

ふ
と

木
は
根
の
発
ひ
得
る
大
き
さ
以
上
に
は
長
ら
ぬ
も
の
と
い
ふ
事
を
知
っ
た
相
木

屋
へ
　
盆
栽
家
に
は
不
穏
当
な
る
こ
ぢ
つ
け
賢
職
と
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
語
句

事
例
が
穏
当
で
な
け
れ
ば
文
章
が
活
き
ぬ
事
は
こ
れ
で
わ
か
る
で
あ
ら
う
.
」

(
同
上
琶
'
第
一
部
其
礎
岩
、
二
十
六
'
第
四
に
穏
当
な
れ
へ
　
五
三
～
五
五
ペ
)

広
い
視
野
か
ら
、
文
章
に
お
け
る
語
句
の
穏
当
性
の
間
近
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
O
五
十
嵐
力
博
士
は
'
こ
こ
で
も
、
「
如
何
な
る
質
物
で
も
、
E
l
j
も

1

適
切
穏
当
に
之
れ
を
言
ひ
表
は
し
得
る
言
葉
は
世
界
に
只
っ
た
一
つ
だ
け
し
か

無
い
O
此
の
唯
だ
1
個
の
言
葉
を
探
が
し
当
て
る
事
が
'
古
来
の
名
匠
の
立
も

苦
心
し
た
所
で
'
之
れ
を
控
が
し
あ
て
ね
ば
神
品
傑
作
は
山
来
あ
が
ら
ぬ
。
故

に
語
句
事
例
の
穏
当
と
い
ふ
事
は
1
両
か
ら
い
ふ
と
文
黄
道
の
朽
致
と
い
う
て

も
よ
い
。
」
　
(
同
上
責
、
五
三
ペ
)
と
'
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
一
語
説
に
も
あ
た
る

見
解
を
述
べ
て
い
る
.
こ
う
し
た
へ
　
1
語
抱
(
穏
当
槻
)
が
胸
底
に
存
し
て
い

た
れ
ば
こ
そ
、
五
十
威
力
博
士
は
、
老
農
友
H
氏
の
話
に
、
と
り
わ
け
敏
感
に

反
応
さ
れ
た
の
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
十
脱
力
博
士
は
'
そ
の
講
瑞
記
錨
「
国
語
の
愛
S
t
S
」
　
(
大
正
1
四
年
秋
請

抗
)
　
に
お
い
て
、
前
掲
の
よ
う
な
老
=
3
友
H
氏
の
詔
を
述
べ
た
'
そ
の
つ
ぎ

に
'
他
の
例
を
左
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
ら
れ
る
。

「
か
う
い
ふ
例
は
外
に
も
沢
山
あ
り
ま
せ
う
。
朽
古
い
事
を
申
す
と
'
御
承

知
の
祝
詞
の
大
蔵
詞
に
、
『
底
つ
岩
根
に
宮
柱
太
敷
立
て
‥
・
-
』
と
い
ふ
句
が

あ
り
ま
す
O
私
な
ど
は
幾
度
も
読
み
な
が
ら
、
唯
だ
大
家
屋
建
築
の
際
の
地
形

が
た
め
の
誇
張
的
形
容
と
の
み
思
っ
て
来
ま
し
た
が
'
大
正
十
二
年
の
大
所
怒
火

の
,
打
に
t
 
H
蝣
*
蝣
]
'
-
r
l
士
O
S
.
I
2
小
景
＼
t
^
v
i
f
f
-
^
v
 
'
^
'
C
^
-
i
c
J
説
　
圭
"
中
に
'
大

昔
の
祝
詞
に
謁
は
ゆ
る
、
『
底
つ
岩
舟
に
宮
柱
太
し
き
立
て
』
と
い
ふ
の
が
建



築
の
理
想
で
あ
る
。
岩
を
離
れ
た
土
の
上
に
建
て
る
か
ら
、
地
定
に
迫
ふ
と
一

た
ま
り
も
な
く
揺
り
つ
ぶ
さ
れ
る
の
で
、
岩
盤
の
上
に
立
て
れ
ば
'
家
全
体
が

岩
と
1
緒
に
動
く
か
ら
、
め
ツ
た
に
つ
ぶ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
岩
盤
の

上
に
柱
を
立
て
る
理
想
的
建
築
法
を
、
大
昔
の
吾
々
の
祖
先
が
己
に
立
派
に
道

破
し
且
つ
実
行
し
て
居
た
の
で
あ
る
と
云
は
れ
た
の
を
見
て
、
成
程
と
感
じ
た

"
W
W
I
I
閲
姐
E
H
X
3

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
同
じ
祝
詞
の
『
祈
年
祭
』
の
中
に
『
手
肱
に
水
沫

み
と
し

か
き
足
り
,
向
股
に
泥
か
き
寄
せ
て
、
取
り
作
ら
む
奥
つ
御
年
を
-
-
』
と
い

ふ
文
章
が
あ
り
ま
す
。
泥
田
の
中
に
、
腕
の
附
根
ま
で
、
向
股
ま
で
入
れ
て
、

泥
土
を
か
き
ま
は
し
て
稲
を
作
れ
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
が
'
私
の
百
姓

友
道
が
曾
て
此
の
文
を
見
て
へ
　
『
実
に
.
冬
b
い
事
を
云
っ
た
も
の
で
あ
る
0
　
1

-
サ
J

体
、
田
の
草
を
除
る
の
は
、
唯
だ
草
を
取
る
だ
け
の
仕
事
で
は
な
く
し
て
、
稲

の
根
の
争
え
て
居
る
泥
の
中
へ
空
気
と
日
光
と
を
入
れ
る
為
め
で
あ
る
O
だ
か

ら
表
面
の
草
を
取
る
だ
け
で
な
く
、
カ
ン
7
1
い
ふ
烈
日
に
照
ら
さ
れ
つ
ゝ
'

革
乙
立
つ
や
う
な
田
に
浸
っ
て
'
水
の
泡
を
プ
ツ
ー
-
～
立
て
な
が
ら
十
分
に
扱

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

き
廻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
'
こ
の
祝
詞
が
、
か
う
い
ふ
良
作
道
の
極
意
を
原
始

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

1

　

1

　

1

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

的
の
言
m
で
m
潔
に
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
の
が
'
実
に
面
白
い
。
』
と
云
っ
て
'

感
嘆
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
O
召
1
回
d
山
可
到
H
u
刊
引
例
瑚
1

な
か
7
＼
偉
い
も
の
で
せ
う
。

昔
の
言
葉
文
章
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
O
今

で
も
同
じ
こ
と
で
、
日
露
戦
争
の
時
の
日
本
海
大
海
戦
の
戦
報
に
、
『
舷
々
相

摩
す
』
と
い
ふ
文
句
が
あ
っ
て
、
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
な
ど
も
、
『
舟
端
と
舟
瑞
と
が
摩
れ
合
っ
た
。
』
と
い
ふ
だ
け
の
事
で
、
言

ひ
表
し
方
に
よ
っ
て
は
'
何
の
つ
ま
ら
な
い
事
で
す
が
'
そ
れ
が
『
舷
々
相
摩

す
』
と
い
ふ
と
、
何
と
も
云
は
れ
ぬ
面
白
さ
を
見
せ
て
ま
ゐ
り
ま
せ
う
。
私

は
'
す
べ
て
斯
う
い
ふ
所
に
意
を
用
ゐ
て
'
成
る
べ
-
自
分
の
言
葉
を
も
立
派

に
し
、
仲
間
同
胞
国
民
同
士
の
言
葉
を
も
立
派
に
し
た
い
へ
と
い
ふ
の
で
あ
り

ま
す
。
」
(
「
国
語
の
愛
護
」
,
昭
和
3
年
4
月
2
3
日
、
早
大
出
版
部
刊
'
三

三
～
三
五
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
。
)

五
十
脱
力
博
士
も
、
当
時
す
で
に
「
国
語
の
力
の
偉
大
さ
」
に
言
及
し
て
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
老
農
友
H
氏
の
「
牛
を
迫
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
関
す
る

謡
が
深
い
感
銘
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
る
素
地
は
、
五
十
嵐
力
博
士
の
こ
と

ば
自
覚
に
存
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
五
十
嵐
力
博
士
は
,
そ
の
随
想
集
「
八
重
葎
」
(
大
正
6
年
4
月
4

日
,
敏
文
堂
古
店
刊
)
を
刊
行
さ
れ
る
前
年
(
大
正
5
年
)
へ
「
高
等
女
子
新

作
文
」
(
大
正
5
年
5
月
2
1
日
、
大
日
本
図
書
株
式
会
社
刊
)
を
世
に
送
ら
れ

た
。
こ
れ
は
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
を
含
む
女
子
用
作
文
教
科
書
で
あ
る
が
、
そ

の
巻
四
の
初
め
に
は
、
文
語
と
し
て
'
「
文
章
の
穏
当
」
と
い
う
こ
と
が
と
り
」

あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
8

「
文
章
を
作
る
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
は
、
誤
解
さ
れ
ぬ
や
う
に
吾
-
I

事
、
解
り
易
-
青
く
事
、
人
の
気
を
わ
る
く
す
る
や
う
な
詞
遣
ひ
を
せ
ぬ
翼

趣
味
を
空
か
に
す
る
事
、
順
序
立
て
、
組
合
せ
を
し
っ
か
り
す
る
事
な
ど
'
い

t
.
C
'

ろ
い
ろ
あ
る
が
,
こ
1
に
是
等
の
す
べ
て
に
通
じ
て
、
其
の
目
貫
と
な
り
、
冠

-
_
,
O
O
'
,
O

と
な
る
べ
き
一
つ
の
大
切
な
注
意
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
章
の
穏
当
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。

o
o
O
O

穏
当
は
漢
語
で
は
妥
当
、
妥
貼
'
安
易
な
ど
と
も
い
ふ
。
其
の
場
,
-
＼
に
ピ

5
,
ひ
あ
ら
t
E

よ
し

ッ
タ
リ
と
轡
芸
た
言
表
を
せ
よ
と
い
ふ
事
で
、
少
し
委
し
く
云
ふ
と
、
一
々

の
用
語
が
写
さ
る
ゝ
事
柄
に
過
当
し
'
語
句
事
例
の
選
択
按
排
が
似
合
々
々
に

ま応
じ
て
よ
く
据
わ
り
、
よ
く
轡
昌
、
よ
く
落
ち
つ
ぐ
や
う
に
せ
よ
と
い
ふ
事

で
あ
る
。

す
べ
て
物
事
の
美
し
く
気
持
よ
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
多
-
は
、
其
の
物
の



美
し
い
為
め
で
は
な
-
し
て
、
寧
ろ
其
の
物
の
在
る
べ
き
所
に
あ
り
、
置
か
る

ゑ
く
杜

べ
き
所
に
置
か
れ
る
為
め
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
歴
は
頬
に
あ
れ
ば
愛
橋
を
添
へ

J
C
K
E
-
!

る
が
'
打
に
あ
っ
て
は
醜
い
.
御
飯
は
飯
相
、
飯
椀
の
中
に
あ
れ
ば
結
露
だ

が
'
吸
物
椀
や
菓
子
皿
の
中
に
あ
っ
て
は
按
い
.
孔
雀
の
羽
は
孔
雀
の
身
に
着

か
ら
T

け
ば
美
し
い
が
、
烏
の
巽
に
摘
ん
で
は
相
応
は
し
く
な
い
。
文
章
も
其
の
通
り

で
、
例
へ
ば
『
巨
魁
』
と
い
ふ
語
は
立
派
な
語
で
あ
ら
う
が
、
之
れ
を
大
石
良
雄

の
場
合
に
あ
て
は
め
て
'
『
大
石
良
雄
は
赤
穂
四
十
七
士
の
巨
魁
な
り
。
』
と

か
し
ら

云
う
て
は
落
ち
つ
か
ぬ
。
同
じ
-
『
頭
』
と
い
ふ
事
で
も
'
学
校
に
は
校
長
と

い
ひ
'
銀
行
に
は
頭
取
と
い
ひ
、
博
徒
に
は
親
分
と
い
ひ
、
大
工
に
は
棟
梁
と

い
ひ
、
政
館
1
Z
に
は
首
領
と
い
ひ
'
大
臣
に
は
内
閣
総
理
大
臣
と
い
ふ
.
而
し
て

是
等
の
語
が
如
何
に
立
派
で
上
品
で
、
又
そ
れ
を
組
立
て
た
文
句
が
如
何
に
精

確
で
明
瞭
で
も
、
其
の
場
-
～
に
城
ま
っ
た
語
を
掘
ゑ
つ
け
な
け
れ
ば
'
満
足

な
文
章
と
は
い
は
れ
ぬ
。
是
れ
が
穏
当
と
い
ふ
事
の
非
常
に
大
切
な
る
所
以
で

上
り
t
'
i
。更

に
1
例
を
引
い
て
、
こ
1
に
『
悔
し
い
』
と
い
ふ
感
情
を
言
ひ
表
は
す
と

し
ょ
う
。
王
朝
の
大
宮
人
な
ら
ば
『
-
ち
恰
し
う
こ
そ
侍
れ
。
』
　
『
残
り
を
し

さ
の
極
み
に
な
む
。
』
な
ど
い
ふ
で
あ
ら
う
、
而
し
て
さ
う
い
は
ね
ば
優
美
な

大
官
人
の
心
持
が
現
は
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
徳
川
時
代
の
武
士
な
ら
ば
『
残
念
至

極
で
ご
ざ
る
。
』
と
い
ふ
で
あ
ら
う
、
而
し
て
そ
う
云
は
ね
ば
武
骨
な
封
建
武

士
の
魂
が
硯
は
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
今
日
の
軍
人
な
ら
ば
『
実
に
遺
憾
ぢ
や
o
』

と
い
ふ
で
あ
ら
う
、
而
し
て
さ
う
い
は
ね
ば
今
の
軍
人
の
心
持
が
現
は
れ
ぬ
で

あ
ら
う
。
妙
齢
の
女
子
な
ら
ば
『
わ
た
し
悔
し
い
わ
。
』
と
い
ふ
で
あ
ら
う
'

舌
の
ま
は
ら
ぬ
幼
児
な
ら
ば
『
く
や
ち
い
い
な
7
＼
。
』
と
い
ふ
で
あ
ら
う
、

そ
し
て
さ
う
云
は
ね
ば
二
者
そ
れ
ー
′
ぐ
l
I
の
心
持
が
適
当
に
は
現
は
れ
ぬ
で
あ

ら
う
0
も
し
妙
齢
の
女
子
に
『
追
憾
至
極
』
と
い
は
せ
、
武
骨
な
軍
人
に
『
わ
た

し
悔
し
い
わ
。
』
と
い
は
せ
'
明
治
大
正
の
人
に
『
-
ち
悟
し
う
こ
そ
侍
れ
。
』
と

い
は
せ
'
平
安
朝
、
鎌
倉
時
代
の
人
に
『
ほ
ん
と
に
梅
し
う
御
座
い
ま
す
。
』

と
云
は
せ
た
な
ら
ば
、
よ
し
そ
れ
ら
の
語
が
一
粒
々
々
に
は
い
か
に
立
派
で

も
、
到
底
落
ち
つ
い
た
立
派
な
文
章
と
は
云
は
れ
ぬ
。
是
れ
が
穏
当
と
い
ふ
事

の
、
文
章
に
必
要
で
'
又
作
文
道
の
目
貫
と
も
冠
と
も
云
は
れ
る
所
以
で
あ

る
。服

部
鼠
雪
と
い
ふ
俳
詣
師
が
、
謡
曲
『
雷
電
』
の
7
節
を
例
に
し
て
'
句
を

活
か
す
に
は
、
い
か
に
も
適
切
で
、
都
合
よ
-
其
の
場
合
に
は
ま
る
事
物
を
引

い
て
束
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
を
門
下
に
教
へ
た
事
が
あ
る
。
『
雷
電
』
は
,

菅
云
相
が
筑
紫
の
配
所
に
亮
ぜ
ら
れ
て
後
、
雷
神
と
な
っ
て
読
者
の
一
類
を
亡

ぼ
さ
れ
る
と
い
ふ
筋
を
昏
い
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
、
菅
公
の
亡
霊
が
比
叡
山

延
暦
寺
な
る
旧
師
の
法
性
坊
を
訪
は
れ
た
7
節
が
あ
る
0
月
白
き
秋
の
夜
半
,

法
性
坊
が
天
下
泰
平
の
御
祈
り
に
取
り
か
ゝ
ら
う
と
し
て
居
る
と
,
柴
の
戸
を

は
と
-
-
と
就
く
音
が
す
る
。
松
風
の
声
か
不
思
議
や
と
、
物
の
隙
よ
り
見
れ

ば
'
さ
き
に
筑
紫
で
果
て
ら
れ
た
と
い
ふ
菅
盃
相
で
あ
っ
た
O
驚
き
つ
ゝ
も
内

に
請
じ
て
、
『
御
琵
去
の
由
承
っ
て
色
々
に
弔
ひ
申
し
た
が
'
届
き
俣
ふ
や
ら

ん
。
』
と
尋
ね
る
と
'
『
我
れ
は
此
の
世
の
入
で
は
な
い
が
、
切
に
頼
み
申
し

な
る
か
み

た
き
事
が
あ
っ
て
驚
か
し
た
O
わ
れ
焚
天
帝
訳
の
憐
み
を
蒙
り
雷
神
と
な
っ
て

遠
か
ら
ず
内
裏
に
飛
び
入
り
へ
我
れ
に
つ
ら
か
り
し
雲
客
を
蹴
殺
さ
う
と
忠

ふ
。
其
の
時
は
朝
廷
よ
り
必
ず
僧
正
を
召
さ
る
～
で
あ
ら
う
。
か
ま
へ
て
御
参

り
あ
る
な
'
折
り
入
っ
て
原
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
は
此
の
事
.
』
と
い
は
れ
る
と
・

僧
正
は
『
折
角
の
御
頼
み
な
れ
ば
、
宣
旨
は
あ
つ
て
も
7
二
度
は
参
る
ま
じ
.
』

と
答
へ
ら
る
ゝ
.
丞
相
は
重
ね
て
『
い
や
勅
使
た
び
く
に
及
ぶ
と
も
必
ず
参

内
あ
る
な
。
』
と
頼
ま
る
ゝ
。
押
問
答
の
末
'
僧
正
は
き
つ
と
な
っ
て
、
『
王

土
に
住
め
る
此
の
身
な
れ
ば
'
勅
使
三
度
に
及
ぶ
な
ら
ば
、
い
か
で
か
参
内

9⊥



申
さ
ゞ
ら
ん
。
』
と
答
へ
ら
れ
る
と
、
丞
相
の
姿
が
見
る
-
変
は
つ
て
鬼
の

や
う
に
な
り
、

0
0

折
ふ
し
木
曾
の
御
前
に
、
柘
棺
を
た
む
け
置
き
た
る
を
、
お
っ
取
っ
て
噛
み

ぎ
く
ろ

く
だ
き
、
妻
戸
に
く
わ
っ
と
吐
き
か
け
給
へ
ば
柘
柁
忽
ち
火
担
と
な
っ
て
戸

び
ら
に
ば
つ
と
ぞ
燃
え
上
が
る
O
僧
正
御
覧
じ
て
'
さ
わ
ぐ
気
色
も
ま
し
ま

s

i

'

i

a

闇

　

　

　

　

f

^

3

i

さ
ず
、
汚
水
の
印
を
結
ん
で
'
鍔
字
の
明
を
称
へ
給
へ
ば
火
煩
は
消
ゆ
る
煙

.

r

ち

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

く

(

の
中
に
、
立
ち
か
く
れ
丞
相
は
行
方
も
知
ら
ず
失
せ
給
ふ
.
』

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
あ
る
。
嵐
雪
が
い
ふ
に
'
こ
～
に
柘
相
を
用
ゐ
た
の
は
動
か
ぬ
所
で
あ
る
。
腹

の
立
つ
ま
1
仏
前
に
有
り
あ
ふ
物
を
取
っ
た
と
い
ふ
所
だ
か
ら
'
一
寸
考
へ

る
と
蜜
柑
で
も
鮫
所
で
も
よ
さ
さ
う
な
も
の
だ
が
'
蜜
柑
や
倶
頚
を
噛
ん
だ
で

や
う
す

は
火
に
な
ら
ぬ
。
柘
廟
の
色
が
燃
え
立
つ
や
う
に
紅
で
'
其
の
外
観
が
破
裂
弾

の
や
う
に
威
勢
よ
く
弾
け
て
居
れ
ば
こ
そ
へ
之
れ
を
噛
ん
で
吐
け
ば
火
煩
と

な
る
と
も
怨
像
さ
れ
る
の
で
、
此
の
場
合
へ
柘
棺
の
外
に
伎
ふ
べ
き
も
の
が
な

い
。
か
や
う
な
動
か
ぬ
材
料
、
此
の
場
合
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
材

料
,
他
の
物
で
代
理
の
出
来
ぬ
材
料
を
用
ゐ
た
れ
ば
こ
そ
、
此
の
文
が
活
躍
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
俳
句
に
於
い
て
も
此
の
用
意
が
肝
腎
で
あ
る
と
い
ふ
風
に

説
い
て
居
る
。

如
何
な
る
事
物
で
も
、
最
も
通
切
穏
当
に
之
れ
を
言
ひ
表
は
し
得
る
言
葉
は

世
界
に
只
1
つ
丈
し
か
な
い
.
此
の
た
っ
た
1
つ
の
言
葉
を
捜
し
あ
て
ゝ
用
ゐ

マ
マ

る
こ
と
へ
こ
れ
が
文
章
に
落
つ
き
を
与
へ
る
最
も
肝
腎
な
要
件
で
'
文
章
の

『
み
が
き
』
　
『
洗
錬
』
、
『
推
敵
』
な
ど
い
ふ
の
は
、
畢
寛
最
適
の
1
語
を
捜

し
て
用
ゐ
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
」
　
(
同
上
古
、
巻
四
、
1
-
八
ペ
)

こ
れ
は
,
文
詣
「
文
章
の
穏
当
」
の
前
半
に
あ
た
る
。
平
明
に
し
か
も
通
切

な
用
例
を
掲
げ
つ
つ
へ
説
得
力
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
五
十
嵐
力
博
士

の
文
章
観
の
中
核
に
、
こ
う
し
た
「
穏
当
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
宿
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
へ
右
の
文
語
「
文
章
の
穏
当
」
は
、
「
中
等
新
作
文
」
　
(
大
正
6
年
2

月
1
5
日
、
至
ヌ
堂
書
店
刊
)
の
巻
瓦
の
初
め
に
も
、
収
録
さ
れ
て
い
た
o
内
容

は
同
じ
も
の
で
あ
る
が
'
二
つ
に
わ
け
て
、
文
詔
の
t
r
文
語
の
二
と
し
て
収

め
ら
れ
た
.
こ
の
「
中
等
新
作
文
」
の
教
授
用
参
考
霞
と
し
て
出
さ
れ
た
、

「
中
等
新
作
文
参
考
智
」
　
(
大
正
6
年
1
 
2
月
5
日
、
至
文
堂
討
店
刊
)
に
は
、

「
文
章
の
穏
当
」
に
つ
い
て
、
前
掲
「
文
章
講
話
」
・
「
新
文
章
講
話
」
中
の
所

論
な
ど
を
引
き
つ
つ
へ
補
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
穏
当
は
文
章

の
去
礎
的
要
件
中
の
最
頂
点
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
れ
と
共
に
修
飾
'

組
織
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
も
支
配
す
る
。
見
様
に
よ
っ
て
は
穏
当
は
文
章
の
極

致
と
云
っ
て
も
よ
い
.
語
句
事
例
の
選
択
へ
按
排
に
関
し
て
殊
に
さ
′
ぅ
で
あ

る
。
」
(
「
中
等
新
作
文
参
考
芦
へ
二
三
ペ
、
「
新
文
章
講
話
」
、
大
正
1
3
一

年
2
月
2
0
日
縮
刷
十
1
版
'
早
大
出
版
部
刊
へ
　
〓
ハ
七
ペ
)
.
と
結
ば
れ
て
い
　
ー

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

さ
て
'
転
内
松
三
先
生
は
、
五
十
嵐
力
博
士
の
老
農
友
H
氏
か
ら
聞
い
た
話

を
引
用
し
た
後
、
「
用
語
に
刻
苦
し
た
'
フ
ロ
ー
ベ
ル
が
『
言
葉
が
心
に
近
づ

い
て
来
る
は
ど
芙
わ
し
い
』
と
謂
っ
た
の
も
、
今
更
に
想
い
合
わ
せ
ら
れ
て
実

に
面
白
く
も
尊
い
話
で
あ
る
。
」
　
(
有
朋
蛍
版
「
国
語
の
力
」
、
三
'
言
語
の

活
力
、
1
二
三
ペ
)
と
、
五
十
脱
力
博
士
の
引
か
れ
た
フ
ロ
ー
ベ
ル
に
関
連
さ

せ
つ
つ
述
べ
て
、
五
十
嵐
力
博
士
の
備
忘
さ
れ
た
老
畏
友
H
氏
の
話
に
、
深
く

共
感
し
て
い
ら
れ
る
。
五
十
脱
力
博
士
の
言
語
感
覚
・
国
語
自
覚
と
垣
内
松
三

先
生
の
そ
れ
は
、
こ
の
老
農
友
H
氏
の
話
を
媒
介
と
し
て
、
う
つ
-
し
く
ひ
び

き
あ
っ
て
い
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。



「
こ
の
小
謡
(
引
用
老
注
、
前
掲
老
農
友
H
氏
の
話
)
　
の
中
よ
り
、
こ
ゝ
に

抽
出
し
た
S
の
は
、
『
追
ふ
』
と
い
う
よ
う
な
平
凡
な
語
の
意
味
に
そ
う
し
た

複
雑
な
作
用
が
恵
ま
れ
て
居
る
と
は
思
わ
な
い
の
に
、
こ
の
説
明
を
聞
い
て
見

る
と
、
一
語
の
意
味
で
も
粗
雑
な
心
で
は
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

マ
マ

こ
と
で
あ
る
.
試
に
辞
容
を
見
る
と
'
『
追
ふ
』
と
い
う
語
の
解
釈
に
は
『
後

よ
り
付
き
及
ば
む
と
走
る
』
　
『
後
に
従
い
て
急
ぎ
行
-
』
　
『
退
け
去
ら
し
む
』

『
過
ご
す
』
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
挙
げ
て
あ
る
が
、
一
つ
も
こ
1
に
必
要
な

『
迫
ふ
』
の
解
釈
に
は
当
っ
て
居
な
い
。
又
、
『
追
ふ
』
と
『
牽
-
』
と
は
そ

う
し
た
異
っ
た
意
味
を
担
当
し
て
居
る
言
語
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
ほ
ど
'
大

ま
か
に
考
え
て
居
T
P
も
の
が
へ
　
こ
の
話
の
よ
う
な
場
に
於
て
'
同
意
語
で
は
な

い
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
で
は
な
く
、
全
く
異
っ
た
作
用
を
示
す
こ
と
を
見
て

打
ち
懸
か
る
1
の
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
よ
り
も
興
味
あ
る
問
題
は
『
祖
先
が
幾

百
年
の
経
験
を
結
晶
さ
せ
て
'
三
四
字
の
中
に
不
動
の
買
理
を
畳
み
込
ん
だ
』

こ
と
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
o
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
'
　
二
二

・
三
ペ
)-

　
つ
ま
り
、
老
良
友
H
氏
の
話
に
対
し
て
の
'
垣
内
松
三
先
生
の
理
解
・

理
会
は
'
き
わ
め
て
深
切
で
あ
る
〇
五
十
風
力
博
士
の
採
録
さ
れ
た
老
良
友
H

氏
の
話
は
、
垣
内
松
三
と
い
う
最
上
の
理
解
者
を
得
た
と
も
い
え
る
0

垣
内
松
三
先
生
は
、
つ
づ
い
て
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ん
で
い
ら
れ

tC'-

「
以
上
を
い
い
換
え
て
見
る
と
、
言
語
の
解
釈
は
文
意
の
関
係
に
於
て
そ
の

活
力
を
示
し
へ
　
又
'
言
語
の
存
在
の
意
義
は
、
多
く
の
近
い
意
味
の
言
語
の
問

に
在
り
て
独
特
の
意
味
を
拒
む
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
又
言
語
を
透
し
て

文
化
史
を
知
り
得
る
こ
と
で
あ
る
o
も
し
言
語
の
解
釈
の
作
用
が
t
か
よ
う
な

対
象
に
向
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
モ
ウ
ル
ト
ン
の
比
倫
に
見

る
'
一
々
に
呼
び
止
め
て
重
税
を
讃
す
る
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
で
は
な
く
し

て
'
1
々
に
速
力
を
加
え
て
自
由
に
通
行
せ
し
む
る
よ
う
な
解
釈
で
な
け
れ
ば

・
な
ら
ぬ
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
　
1
三
四
ペ
)

五
十
風
力
博
士
の
聞
か
れ
た
老
良
友
H
氏
の
話
か
ら
、
言
語
研
究
の
あ
り
か

た
を
触
発
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
に
お
も
い
を
潜
め
て
い
ら
れ
る
垣
内
松
三

先
生
は
'
言
語
の
活
力
の
典
型
を
、
こ
の
「
詣
」
に
兄
い
だ
さ
れ
、
言
語
存
在

の
独
特
の
意
義
に
つ
い
て
ま
な
こ
を
ひ
ら
か
れ
へ
さ
ら
に
は
'
言
語
を
透
し
て

そ
の
民
族
の
文
化
史
を
知
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
深
い
興
味
・
関
心
を
抱
い
て

い
ら
れ
る
。

「
国
語
の
力
」
の
成
立
に
関
し
、
五
十
威
力
博
士
の
言
語
感
覚
、
こ
と
ば
自

覚
は
、
臣
内
松
三
先
生
に
多
-
の
示
唆
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
o
言
語
の

活
力
に
つ
い
て
へ
眼
を
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
は
、
「
国
語
の
力
」
成
立
の
根
幹
と

な
っ
て
い
る
。

(
昭
和
4
7
年
1
月
1
7
日
前
)
　
(
本
学
教
授
)

ll




