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1

∵
瘡

小
載
．
登
美

、
て

祝
！
　
未

伊
牟
田
経
欠
－

小
林
　
芳
規
　
l

は
じ
め
の
こ
と
ば

連
用
形
に
添
加
す
る
七
、
っ
の
助
動
詞
の
解
説
を
書
て
っ
ヰ
り
▼
に
な
っ
て
．
か
ら

久
し
．
く
な
っ
た
が
、
．
運
悪
く
∴
」
の
春
か
ち
徴
に
か
け
ぶ
つ
通
七
で
急
が
な
く

で
は
駁
ら
な
い
手
間
の
か
し
る
仕
事
が
起
き
た
。
．
よ
っ
て
湧
個
の
方
に
一
．
月

す
ら
脅
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
予
測
さ
れ
た
の
．
で
、
小
松
．
・
小
林
・
伊
牟

田
三
氏
に
援
助
を
乞
う
七
の
で
為
る
。
最
初
の
編
軽
部
と
の
約
束
で
は
∵
少
も

詳
し
く
l
拝
見
し
て
意
見
を
開
陳
す
る
は
ず
で
、
ぁ
っ
．
た
が
、
急
ぎ
の
用
事
の
た
め

に
そ
れ
す
ら
で
き
な
い
．
。
を
あ
ら
？
、
拝
見
し
て
所
々
句
読
字
句
の
変
更
を

綴
っ
た
。
・
そ
れ
で
自
分
の
な
し
礪
た
事
は
、
三
氏
に
仕
事
の
分
担
を
剖
乃
あ
て

た
一
事
と
少
々
数
行
ぐ
ら
い
を
補
つ
七
程
度
に
す
ぜ
な
い
一
。
轟
か
し
豪
初
の
約

束
な
の
で
、
屠
名
す
る
は
め
に
な
っ
た
・
が
、
・
．
汗
眉
の
至
句
で
あ
る
∵
各
項
の
執

筆
者
の
名
は
、
，
項
の
最
後
に
あ
る
l
か
ら
「
注
意
も
て
混
雑
ふ
な
．
い
で
頂
き
た

V
l
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
潤
潤
夫
）

、

ニ
棺
一
ゐ

「
け
む
」
は
早
く
上
代
の
記
紀
歌
謡
に
見
ち
丸
、
以
後
、

奈
良
時
代
、
．
平
安
時
代
に
東
盛
ん
に
用
幸
ら
れ
よ
が
、
鎌

倉
時
代
を
過
ぎ
る
と
日
常
口
語
か
ら
は
遠
ざ
り
、
．
そ
れ

、
′
l

以
後
は
文
章
語
と
l
し
て
命
脈
を
保
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
、
こ
の
助
動

詞
の
意
膿
・
傭
法
に
席
代
的
変
遷
の
為
っ
た
て
七
は
当
l

然
想
像
lで
き
薫
記
述

に
際
し
七
翼
長
鴇
用
例
の
多
い
、
一
二
ま
七
旧
く
か
ち
研
究
さ
れ
て
き
た
平
安
時

代ヽ
の
例
か
ち
考
え
て
行
て
う
∵
な
お
、
′
ち
l
な
み
匿
「
け
む
」
は
奈
良
時
懇
窯

仮
名
の
通
り
「
月
u
L
l
と
発
音
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
っ
て

「
㌢
」
に
な
つ
．
た
よ
う
で
、
・
十
一
世
紀
宜
入
る
A
l
さ
念
菩
n
」
と
．
発
嘗
さ

れ
た
け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
、
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
「
ら
む
」
が
、

「
う
」
l
「
ち
う
」
．
七
な
つ
元
ま
．
う
に
∵
．
「
甘
心
」
▼
も
並
行
し
て
〕
け
う
」
二
切

形
を
と
つ
一
恵
か
せ
い
う
に
∵
七
の
場
合
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

為
る
い
・
．
偲
比
較
的
早
く
口
語
か
ら
距
っ
た
た
渦
彗
．
1「
む
」
二
「
ら
む
」
元
此
し

て
、
lノ
崩
れ
が
少
．
や
っ
元
の
で
は
な
い
か
と
薄
考
え
も
れ
る
が
ど
う
で
濁
う
っ

1
か
了
「
．
1
ニ
ー
1

・
活
性
「
け
む
」
を
過
去
推
量
の
助
動
詞
と
す
る
て
と
に
つ
い
て
の
通
説
に

対
⊥
て
、
∴
根
本
的
な
異
説
の
あ
る
こ
七
を
自
分
は
知
ら
な
い
が
∵
そ
の
詳
細
元

用
法
に
．
つ
l
い
て
は
見
方
に
少
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
富
士
谷
成
章
の
l
「
脚

結
抄
」
′
を
み
る
と
、
「
け
む
」
を
∵

（
J
）
里
（
私
注
、
口
訳
）
l
「
タ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
」
「
タ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
」
ま

三1
3
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－
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た
「
タ
デ
ア
ラ
ウ
」
と
い
ふ
。

∴
2
）
．
過
漕
た
賢
し
と
む
思
甘
て
「
け
る
」
l
な
ど
鴇
よ
む
べ
き
所
を
、
笥

・
判
じ
引
剋
刊
矧
珂
列
矧
引
刊
な
ど
あ
れ
は
、
．
ぺ
っ
ろ
げ
て
「
ん
」
と
甘

び
か
せ
り
。
走
れ
古
人
の
詞
の
く
ほ
し
き
な
り
。

か
ざ
し
　
も
ゆ
ひ

（
3
）
　
句
の
未
に
あ
れ
ば
、
上
に
う
た
が
ひ
の
挿
頭
・
脚
結
（
私
注
、
疑
問

や
副
詞
・
代
名
詞
、
か
㍉
ム
鬼
ど
）
を
受
け
l
て
う
ち
あ
ふ
こ
し
（
私

華
．
呼
応
係
結
な
ど
の
愚
Y
・
∵
す
㌧
へ
て
『
将
塵
の
．
「
ら
ん
」
に
同

じ
。
（
注
意
、
・
引
用
の
部
分
は
、
l
原
版
本
の
字
面
に
手
を
加
え
て
あ
る
）

と
説
い
て
h
る
。
（
ュ
）
は
訳
語
で
あ
る
ぶ
今
日
で
も
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
従
っ

て
よ
か
ろ
う
。
l
（
一
2
）
は
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
傍
線
の
言
葉
よ
り
思
う
に
、

話
手
．
（
言
語
．
主
体
を
寺
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
が
直
接
経
験
し
駁
い
翌
の
事

が
ら
に
想
像
を
加
え
た
表
現
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
話

手
が
想
像
的
に
判
断
す
る
過
去
の
事
が
ら
と
い
え
ば
、
ま
ず
（
イ
）
目
の
前
に

あ
る
事
昇
に
よ
り
（
そ
の
結
果
な
ど
を
手
が
か
り
上
す
童
想
像
す
る
場
合

が
あ
l
午
　
（
ロ
）
伝
聞
（
広
く
書
物
な
ど
に
よ
．
つ
て
知
っ
た
翌
口
も
入
れ
て
）

に
よ
っ
て
過
去
を
想
像
的
に
い
う
場
．
合
が
あ
る
。
（
ハ
）
さ
ら
に
、
話
手
の
直

接
経
験
し
た
事
が
有
に
つ
小
て
も
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
完
心
像
的
に
い
う
場
合

．
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

（
イ
）
に
よ
っ
て
過
去
の
事
が
ら
を
想
像
的
に
判
成
し
た
場
合
は
、

l
　
夏
山
に
恋
し
き
人
や
入
り
に
け
む
・
i
＝
タ
′
ヂ
7
■
ウ

声
ふ
り
た
て
て
な
く
時
鳥

（
古
今
）

の
場
合
で
あ
る
。
「
声
ふ
り
た
て
て
な
く
時
鳥
」
の
堅
田
の
事
冥
に
よ
っ
て
、

そ
れ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
退
去
の
事
が
ら
を
相
姦
し
た
の
で
あ
る
．
（
現
在

の
事
が
ら
の
想
像
に
は
引
U
を
用
い
る
）
。

（
ロ
）
は
他
か
ら
伝
え
閃
い
た
㌣
、
雷
物ヽ

事
が
ら
を
想
像
的
推
量
的
に
判
断
し
た
場
合

鞭
読
ん
で
知
っ
た
勺
し
た
過
去
の

あ
る
．
。
し
　
　
　
・
r
、

殿
の
卸
韻
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
君
の
か
か
る
処
に

や
あ
り
け
む
：
タ
デ
7
；
…
…
な
ど
号
つ
思
ひ
出
で
ら
る
。

契
り
け
む
…
タ
ト
功
イ
ウ
…
昔
の
今
月
の
ゆ
か
し
さ
に
あ
ま
の
河
波
う
ち
出
で

つ
る
か
な
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
更
藍

は
、
伝
聞
、
書
物
で
知
っ
た
涼
氏
物
語
の
事
柄
に
つ
い
て
、
想
像
的
に
言
っ
た

の
で
あ
．
る
。
後
者
は
長
恨
歌
に
拠
っ
て
い
る
。
ヱ
の
点
い
わ
ゆ
る
伝
承
回
想
の

音
り
」
が
過
去
の
事
柄
を
葡
森
の
を
だ
表
現
す
る
の
と
は
相
還
し
、
「
け

む
し
は
そ
の
事
が
ら
に
話
手
の
想
像
的
判
断
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
物
語
な
ど
の
多
く
の
「
け
り
」
に
交
l
じ
っ
て
「
け
む
」
の
用
い
ら

れ
た
例
を
検
討
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

昔
、
を
と
こ
み
ち
の
く
に
に
…
す
ず
ろ
に
ゆ
き
い
た
り
け
り
。
そ
こ
な
る
女
、

椋
等
舘
璧
う
ら
か
に
や
お
ぽ
・
塙
む
l
　
　
　
　
　
（
蔓
．

技
処
の
漢
詩
作
l
り
な
ど
し
け
る
。
厭
か
ず
や
曽
晶
可
二
十
日
の
夜
の
月

出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
h
ソ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三

以
上
は
．
「
即
諾
鯵
」
の
「
我
ま
さ
し
Y
み
ず
き
か
ず
し
ら
ず
」
あ
る
事
柄
の
想

像
で
あ
る
が
、
．
（
ハ
）
自
己
の
実
際
に
経
生
し
た
通
土
石
事
が
ら
で
も
、
崇
正

己
的
行
為
、
．
記
憶
の
不
這
買
主
こ
特
殊
と
填
合
と
し
三
品
炭
田
に
至
芸
す
る

こ
と
は
有
り
う
る
わ
け
で
、

君
や
完
し
、
会
や
行
き
げ
む
昇
一
h
え
デ

夢
か
現
か
　
ね
て
か
さ
め
て
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
更
生

き
や
の
中
山
な
ど
這
え
け
む
己
も
去
蕗
え
ず
、
い
■
け
じ
く
芸
し
け
i
れ
は
…
…

（更級）

な
ど
の
場
合
で
あ
る
．
要
す
る
に
、
．
「
け
む
L
l
の
至
弦
に
、
迂
三
の
更
ざ
？
の

（
そ
れ
が
ど
ん
な
方
法
で
知
ら
れ
た
も
の
に
せ
よ
、
右
の
イ
ロ
バ
よ
り
以
外
の

場
合
も
あ
ろ
う
が
）
空
位
的
た
八
皿
的
割
田
に
あ
る
と
い
え
よ
う
．

次
に
語
形
の
上
か
ら
見
る
と
、
次
の
二
つ
の
形
式
が
見
出
さ
れ
る
。

一
（
A
）
　
疑
問
語
を
と
も
な
わ
な
い
場
合

（
B
）
　
疑
問
語
を
と
も
な
っ
た
場
合

叫刑

　

詞

…．地

肌

　

の

…
め

川

　

た

鳳

　

の

…
甜二

田

　

G

皿

．
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（
A
）
　
ほ
、
想
像
す
る
事
が
ら
が
、
「
け
む
」
を
含
む
文
節
（
意
味
的
に
関

係
す
る
連
文
節
の
こ
と
も
あ
る
）
⑫
用
言
の
表
わ
す
事
が
ら
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
前
掲
の
例
0
「
契
り
け
む
」
　
「
さ
や
の
中
山
な
ど
越
え
け
む
」
が
こ
れ

で
、
想
像
し
て
い
る
の
は
「
契
り
け
り
」
　
「
導
告
ぐ
」
．
（
「
契
ツ
タ
カ
、
ド
ケ

カ
。
」
　
「
越
エ
タ
カ
、
ド
ゥ
．
カ
。
」
）
で
あ
る
。
．

（
B
）
　
は
こ
れ
に
対
し
て
、
想
像
す
る
事
が
ら
は
、
疑
問
語
を
含
む
文
節

（
ま
た
は
連
文
節
）
の
表
わ
す
事
が
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
け
む
」
の
添

加
し
た
と
こ
ろ
の
上
の
用
言
の
表
わ
す
事
実
は
、
想
像
の
余
地
の
な
い
明
白
な

こ
と
が
ら
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。
少
く
と
も
「
け
む
」
と
推
量
す
る
中
心
意
味

は
上
の
用
言
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
疑
問
語
を
も
っ
た
文
節

（
ま
た
は
連
文
節
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
前
掲
の
「
恋
し
き
大
や
入
れ
に
け
む
」

「
京
の
人
は
空
っ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
」
　
に
お
い
て
、
二
入
り
に
け
り
」
′

「
お
ぼ
え
け
り
」
は
心
に
推
量
す
る
と
こ
ろ
の
中
心
対
象
で
は
な
く
、
一
「
入
っ

た
し
の
は
「
恋
し
ぎ
人
（
デ
ア
ル
．
カ
ド
ゥ
カ
）
や
」
・
「
お
ぼ
え
た
」
あ
ほ
ド
ン

r
l
「
（
塑
つ
ら
か
に
）
や
」
と
い
う
の
で
濁
る
。
こ
の
場
合
、
疑
問
の
助
詞
や

疑
問
の
語
が
そ
の
想
像
の
対
象
を
一
風
は
っ
き
り
示
す
の
に
役
立
っ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。
今
へ
A
）
（
B
）
を
図
示
し
て
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
′

↑

　

一

（
A
）

契
り
け
り
一

注
　
「
む
し
は
想
像
の
働
き
を
示
す
。

「
け
む
」
か
ら
「
む
」
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
、
下
の
語
源
の
と
こ
ろ
で
説
い
た
。

こ
の
（
腋
）
の
場
合
、
疑
問
語
の
あ
る
文
節
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
、
想
像
の

対
象
が
「
人
・
時
・
処
・
方
法
・
原
因
・
理
由
」
．
な
ど
様
々
に
な
る
の
で
あ

る
4

奥
山
の
紅
葉
の
錦
ほ
か
よ
り
も
呵
割
勘
し
ぐ
れ
て
深
く
染
め
け
嘲
貢
級
）

は
「
深
く
染
ま
っ
た
（
染
め
け
且
」
事
実
に
つ
．
い
て
．
「
い
か
に
」
と
そ
の
理
由

を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

を
ぐ
ら
山
に
て
瑚
吋
求
め
け
軸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
竹
製
・

矧
割
判
思
ひ
出
で
け
叫
な
ほ
ざ
り
の
木
葉
に
か
け
し
時
雨
ば
か
り
を
l
・

（
更
級
）

．
我
父
君
ハ
何
矧
却
l
到
当
笥
u
l
刊
製
巴
往
（
た
ま
ひ
に
）
ケ
叫

（
東
大
寺
諷
意
文
椙
・
平
安
初
期
）

－1

53

－

此
沙
弥
ハ
イ
カ
ナ
ル
不
死
粟
ヲ
カ
服
シ
ケ
ム
（
法
重
石
座
間
書
抄
・
天
亡
三
年
）

元
来
想
像
の
対
象
は
疑
惑
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
け
む
」
　
も
疑
問
語
と
共
に
用
い
ら
れ
る
（
B
）
の
例
が
極
め

て
多
い
。
・
（
例
え
ば
竹
坂
物
語
で
は
七
例
中
六
例
ま
で
、
土
佐
日
記
で
は
六
例

中
四
例
ま
で
（
B
）
の
場
合
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
松
尾
捨
治
郎
氏

「
助
動
詞
の
研
究
」
に
詳
し
い
。
）
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し
か
し
、
こ
サ
」
に
第
三
番
目
の
形
式
（
C
）
が
あ
る
．
そ
れ
は
（
B
）
と
同

様
に
「
け
む
」
の
添
加
す
る
用
言
の
意
味
は
明
白
で
想
像
の
余
地
が
な
く
、
そ

れ
を
越
え
て
上
の
文
節
の
意
味
を
推
量
想
像
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
（
B
）

の
よ
う
に
疑
問
語
で
そ
の
対
象
が
示
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
想
像
の
対
象
が

常
に
疑
惑
的
な
も
の
と
限
ら
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
も
考
え
う
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

あ
L
か
ら
じ
よ
か
ち
ん
と
て
ぞ
別
れ
け

な
に
か
難
波
の
浦
は
住
み
う
き

（
拾
遺
）

逢
ふ
ま
で
の
形
見
と
て
こ
そ
留
め
け

涙
に
浮
ぶ
も
く
づ
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
）

右
の
「
別
れ
き
」
は
既
定
の
事
実
で
あ
り
、
「
留
め
け
り
」
も
そ
の
詞
書
（
譜
ほ

訟
醸
酢
雛
語
完
宗
的
眺
捕
紛
糾
詣
欝
相
識
聖
）
か
ら
事
実
で
あ
る
こ
と

が
分
る
。
怨
像
の
対
象
は
、
上
の
傍
線
の
語
で
あ
り
（
「
別
れ
た
」
の
は
「
1
よ

か
ら
ん
と
思
っ
て
．
で
あ
争
う
」
。
「
留
め
た
」
の
は
「
I
の
形
見
と
思
っ
て
で
あ

ろ
う
」
の
意
）
、
｛
B
）
」
に
な
ら
つ
て
「
ぞ
」
．
「
こ
そ
」
の
位
置
に
「
や
」
な
ど

の
疑
問
語
が
あ
つ
て
も
通
ず
る
所
で
あ
る
。
こ
の
・
（
C
）
の
場
合
、
そ
の
対
象
、

を
明
示
す
る
た
め
に
は
多
く
係
助
詞
（
副
助
詞
）
な
ど
が
毘
か
れ
て
い
る
。
r
し

か
し
何
ら
助
詞
の
用
い
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
′

∴
よ
そ
に
の
み
き
か
ま
し
物
を
音
羽
川
　
∵

．
1
渡
る
と
な
し
に
△
み
な
れ
初
め
け
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亭
∫

「
み
な
れ
初
め
き
」
．
ほ
事
象
で
あ
り
、
想
像
七
て
い
．
る
の
は
l
「
渡
る
と
な
し

に
」
セ
あ
る
。
（
B
）
．
お
よ
び
前
例
に
従
え
ば
△
点
の
所
に
民
間
の
「
や
」
か

係
助
詞
の
あ
る
所
で
あ
ろ
う
。
宣
長
が
こ
の
歌
を
解
し
て
、

二
何
と
て
渡
る
と
な
し
に
み
な
れ
そ
．
め
け
ん
と
宣
貢
也
（
増
加
宗
が
醇
な
）

と
「
何
と
て
」
を
補
っ
て
考
え
て
い
る
の
は
、
（
B
）
の
疑
問
語
と
あ
る
例
が
多

ぐ
そ
の
た
l
め
中
世
以
後
使
わ
れ
た
用
法
（
中
世
の
T
に
は
研
究
で
は
専
ら
疑
問

の
意
に
呼
応
す
る
と
考
え
た
。
ま
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス
「
日
本
文
典
．
」
に
も
「
曾
e
n
（
け

ん
）
は
疑
問
の
語
と
共
に
使
わ
れ
る
。
即
ち
疑
問
の
助
辞
が
先
行
す
る
（
出
琵

㌔
）
）
か
ら
結
論
さ
れ
た
誤
解
で
あ
受
成
章
も
宣
長
と
同
様
に
考
え
た
ら
し

く
、
前
掲
「
脚
結
抄
」
の
h
3
）
が
よ
く
そ
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
。
．
こ
の

点
、
時
枝
誠
記
博
士
が
「
ら
む
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す

る
。
（
日
本
文
法
、
文
語
頓
．
一
八
二
ペ
竹
）

嘉
の
よ
う
に
、
「
け
む
」
の
本
質
的
意
味
は
「
過
去
の
事
が
ち
に
対
す
る
話

手
吼
想
像
的
判
断
を
示
す
」
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
け
む
」
そ
の
も
の

に
疑
陣
の
意
が
あ
る
と
考
を
“
り
、
（
C
）
を
疑
問
語
の
省
略
と
考
え
を
の
は

本
宋
顛
軌
で
あ
ろ
う
。

次
に
娩
曲
表
現
に
つ
い
て
。
一
般
に
控
鼓
の
助
動
詞
（
む
・
ら
l
む
l
な
ど
）
に

は
言
い
方
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
の
表
現
が
あ
る
（
主
と
し
て
達
体
形
に
）
と
い

わ
れ
る
。
「
け
む
」
に
も
例
え
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

「
．
へ
ん
ぐ
ゑ
の
も
の
に
て
侍
り
明
朝
身
と
も
知
ら
ず
、
お
や
と
こ
そ
李
u
ひ

た
て
ま
つ
れ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
聖

は
、
か
く
や
短
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
短
は
接
の
打
明
け
昌
よ
り
す
れ
ば
「
へ
ん

ぐ
ゑ
の
身
に
侍
り
し
」
こ
と
は
知
っ
て
い
た
明
白
な
事
笑
で
あ
り
、
そ
i
t
を
抗

曲
に
い
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
話
手
の
判
所
と
し
て
は
、
こ
れ
を
想

像
的
に
表
現
し
た
と
考
え
る
．
へ
き
で
あ
ろ
う
。

史
的
考
案
　
平
安
時
代
の
用
法
は
大
略
右
の
A
・
B
・
C
よ
う
で
あ
る
が
、

習
っ
て
上
代
の
用
法
も
大
僻
同
じ
で
あ
る
．

＿

す

　

　

　

　

　

ど

む

（
A
）
L
の
み
・
莞
－
才
笠
三
軍
旨
、
そ
0
つ
．
つ
み
う
す
呈
三
云

ひ
っ
つ
か
み
コ
に
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
e
）

（
B
）
持
丘
の
伊
算
の
写
し
も
．
一
や
ら
ま
し
≒
午
妄
宗
一
ぎ
竃
．
一
言
な

く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
二
7
〓
ハ
≡

＞

h

　

▲

山
域
身
銭
占
え
）
色
男
事
等
住
用
巨
空
し
の
山
の
上
に
琶
有
望
憎

－

け

む

利
家
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
五
′
八
七
二
）

（
C
）
わ
が
岡
の
お
か
み
に
い
ひ
て
降
ら
し
め
し
笥
叫
埼
U
そ
こ
に
霞
宏
武

膿…
詞

制
　
動

用
．
助

…
の二

田

　

の

…
閉

脚

　

桑

川

　

古

■…

　

墾

冊

　

約

一m一

二
■
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一
一
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（
万
二
J
一
〇
四
）

た
だ
時
に
関
係
の
な
い
現
在
の
推
量
に
用
い
ら
れ
た
「
け
む
」
の
例
を
春
日
政
一

汚
博
士
は
、
万
監
綾
頴
挙
げ
お
ら
れ
る
・
頚
鞄
誕
露
語
量

誰
が
苑
の
梅
に
か
有
家
武
こ
こ
だ
く
も
き
き
て
有
る
か
も
兄
が
欲
し
き
ま
で

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
（
拍
弓
い
＝
に
一
語

．
時
時
の
花
は
咲
け
ど
も
　
何
す
れ
ぞ
母
と
い
ふ
万
花
の
佐
吉
低
己
受
祁
牟

（
万
二
十
7
四
三
二
三
）
′

こ
れ
が
却
っ
て
古
用
か
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
前
歌
は
音
義
、
．
略
解
の
い
う
通

㌢
て
の
前
の
歌
に
対
す
る
答
と
見
れ
ば
、
．
常
用
の
よ
う
で
あ
る
。
l
後
者
の
一
例

の
み
で
決
す
る
の
は
や
や
臨
拝
を
覚
え
る
。

「
け
む
」
は
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
に
は
少
い
な
が
ら
例
が
見
え
る
。
（
片

か
な
交
じ
り
文
に
も
あ
る
。
）

我
が
先
に
夢
み
た
る
恵
（
し
）
キ
赦
し
あ
り
。
必
ず
当
に
愛
子
を
ば
失
（
ひ
）
て

．
列
軸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
大
寺
本
金
光
明
経
古
点
、
払
春
日
博
士
釈
文
）

平
安
時
代
の
和
文
、
か
な
交
じ
り
文
に
ま
盛
ん
に
用
い
ら
れ
．
た
が
、
l
中
期
以
降

の
訓
点
語
と
し
て
ほ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
初
期
ほ
ど
精
密
な
訓
み
分
け
を
し

な
く
な
つ
．
て
専
ら
「
む
」
に
そ
の
位
置
を
譲
っ
た
為
で
あ
る
。

中
世
に
入
っ
て
も
鎌
倉
頃
ま
で
は
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
廷
定
本
平
家
物
語

（
応
永
二
七
書
写
）
に
は
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

昔
須
達
長
者
が
四
十
九
院
ノ
祇
園
精
舎
ヲ
建
テ
テ
釈
迦
善
逝
ノ
御
供
養
ア
リ

珂
叫
モ
利
益
結
締
ノ
ミ
ギ
リ
コ
レ
ニ
ハ
過
ジ
ト
日
出
シ
・

比
較
的
多
く
主
と
し
て
地
の
文
に
あ
ら
わ
れ
る
∵
し
か
し
室
町
頃
に
l
は
天
草
本

伊
曾
保
∵
平
家
な
ど
富
利
支
丹
本
に
も
抄
物
に
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
に
よ

れ
ば
口
語
か
ら
は
姿
を
消
し
た
と
思
わ
れ
る
。
同
意
を
「
ら
む
」
よ
り
転
℃
た

「
つ
ら
う
」
が
表
わ
す
よ
う
重
な
っ
た
こ
と
　
l
も
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

但
し
文
語
や
歌
語
と
し
て
は
引
き
つ
づ
い
て
用
幸
ち
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ロ
ド

リ
ゲ
ス
「
甘
木
大
文
典
」
の
記
事
で
重
伺
う
こ
せ
が
で
き
る
。

〇
．
書
物
の
講
義
で
教
へ
ら
れ
る
よ
う
に
て
れ
ら
の
・
助
辞
は
す
べ
て
書
き
こ
と

ば
用
の
種
々
な
文
体
に
使
う
も
甥
で
あ
る
。

〇
・
．
Q
u
i
（
き
）
Q
u
e
n
｛
け
ん
）
の
二
つ
の
助
辞
は
草
子
及
び
和
歌
に
多
く
用

一
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
出
誓
詣
）

文
語
と
し
て
擬
古
的
に
用
い
ら
れ
た
「
け
む
」
は
、
や
が
て
平
安
時
代
の
用
法

上
は
異
な
っ
た
使
い
方
を
も
す
る
に
至
っ
た
。
江
戸
時
代
の
例
を
示
す
。
．

さ
れ
ど
か
い
竃
で
の
を
み
な
に
あ
ら
ね
は
、
命
長
く
て
老
に
い
た
る
ま
で
も

よ
み
い
で
た
ら
叫
に
は
、
い
か
は
か
う
め
で
た
き
歌
ど
も
い
で
き
桝
融
か
し
、

い
と
も
を
し
か
り
し
こ
と
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
（
泊
清
華
話
）

右
は
過
去
の
事
柄
の
想
像
と
い
う
よ
り
、
仮
定
想
像
と
し
て
「
ま
し
」
の
用
法

と
混
じ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
′

付
属
形
式
「
軋
む
」
は
動
詞
お
よ
び
助
動
詞
と
形
容
詞
（
カ
サ
系
）
の
連
用

形
に
つ
く
。

並
浜
な
ら
べ
む
と
こ
そ
そ
の
子
は
阿
利
鶏
梅
（
あ
サ
け
め
）
　
　
（
紀
）

．
け
つ
の
わ
く
ご
．
の
虚
茂
避
勢
利
珊
割
（
こ
も
ら
せ
り
け
む
｝
　
　
（
紀
）

い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
　
　
　
　
　
　
　
　
（
更
級
）

時
代
が
降
る
と
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
た
例
も
あ
る
。

．
、
感
陽
膚
煙
片
々
ク
リ
ケ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
延
良
木
平
家
）

上
代
に
は
．
形
容
詞
に
つ
い
た
例
を
見
な
い
。
カ
リ
系
統
の
ク
七
ア
リ
、
と
の
結
合

が
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
で
」
形
容
詞
に
は
l
ァ
リ
′
を
介
し
て
付
く
。

、

豪
男
の
妻
別
れ
高
奈
之
久
矧
到
剰
剰
（
か
な
⊥
ぐ
あ
り
軒
む
）

（
万
二
十
7
四
三
三
三
）

し
．
か
し
形
容
詞
的
性
格
の
助
動
詞
「
ず
」
に
は
直
ち
に
付
｛

l
昔
ま
だ
l
の
を
ぢ
が
そ
の
日
に
母
等
米
安
波
憩
家
l
劉
（
求
め
あ
は
ず
監
）

一
　
　
　
　
（
万
十
七
ノ
四
〇
一
四
）
ノ

平
安
時
代
に
は
「
ア
リ
」
と
結
合
し
た
「
l
さ
せ
に
付
ぐ
よ
う
に
な
る
。

お
こ
な
ひ
を
も
物
語
を
も
せ
ざ
り
け
む
　
し
　
　
　
　
　
　
　
．
（
更
級
）

．
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な
お
完
了
の
助
動
詞
の
一
「
ぬ
」
　
「
つ
」
と
馬
に
つ
い
た
例
が
あ
る
が
、
「
詞
の

玉
緒
」
に
よ
れ
ば
「
に
け
ん
」
・
が
常
の
こ
と
で
「
て
け
ん
」
ほ
少
い
と
い
う
。

語
源
　
「
け
む
」
の
語
源
は
」
「
け
」
（
？
）
に
推
量
の
「
む
」
が
付
い
た
形
と

考
え
ら
れ
る
1
推
量
の
「
む
」
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
が
、
「
け
」
が
何
で

あ
る
か
は
確
定
し
て
い
な
い
。
「
む
」
が
付
く
こ
と
よ
り
「
け
」
は
未
然
形
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
　
「
け
」
の
単
灘
の
例
が
上
代
に
見
え
て

い
る
。

－

お

ほ

ね

っ
ぎ
ね
ふ
山
城
女
の
こ
く
は
も
ち
打
ち
し
大
根
根
日
の
目
た
だ
む
き
際
迦
受

珊
婆
許
曾
知
ら
ず
と
も
言
は
め
．
記
下
書
記
に
は
「
摩
箇
偶
等
昔
」
と
あ
る
）

き
け

み
酒
を
た
げ
と
伊
比
甜
婆
か
も
よ
我
が
酔
ひ
に
刷
功
　
　
（
常
陸
風
土
記
）

′
ヽ

右
の
「
け
」
を
「
過
去
の
「
き
」
の
未
然
形
と
言
い
、
ま
た
動
詞
「
来
」
の
未

然
形
と
も
い
う
。

前
の
例
は
打
消
の
「
ず
」
の
下
に
つ
い
て
い
る
。
、
「
き
」
が
「
ず
」
の
下
に

あ
る
確
例
は
な
い
が
、
万
葉
集
で
「
心
ゆ
も
吾
者
司
創
寸
（
詔
彰
を
「
オ

モ
ハ
司
判
」
と
訓
む
説
も
あ
り
、
訓
点
資
料
に
そ
う
訓
ん
ガ
と
思
わ
れ
る

例
が
あ
る
。
（
謂
哺
昭
撞
逮
親
覿
酌
）
因
み
に
、
知
恩
院
の
大
唐
三
蔵
法
師
表
啓

富
蒜
壁
で
簗
島
裕
氏
（
豊
橋
桟
）
彗

痕
－
賽
か
望
（
み
）
シ
も
〔
而
〕
博
か
ラ
珊
瑚
胡
封
　
　
　
（
4
8
行
）

と
訓
ん
で
い
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
は
、
ヲ
マ
千
点
で
、
ず
・
き
の
二
点
を

加
え
た
も
の
で
あ
り
、
補
読
し
て
、
「
ず
あ
り
き
」
と
読
ん
だ
も
の
か
ど
う
か

が
確
定
し
な
．
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
1
・
例
が
少
い
の
で
決
定
で
き
な
い
が
、
も
し

ズ
幸
．
の
接
続
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
「
ズ
ケ
バ
」
の
ケ
は
「
き
」
の
未
然
形
と
見

た
方
が
よ
り
妥
当
性
が
あ
る
ま
い
か
と
思
う
が
、
と
れ
は
な
お
将
来
考
え
て
資

料
を
あ
さ
っ
て
行
き
た
い
。
が
、
と
に
か
く

菱
が
ら
の
佐
辞
矧
区
（
さ
し
桝
く
）
知
ら
に
　
　
　
　
　
．
（
応
紀
）

の
「
け
く
（
タ
コ
ト
）
」
の
「
け
」
も
そ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
、
「
ず
桝
融
」

な
ど
の
過
去
推
量
の
「
け
」
も
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
用

字
は
い
ず
れ
も
上
代
仮
名
遇
で
は
甲
類
の
仮
名
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
矛
盾

は
見
ら
れ
な
い
。
更
に
意
味
よ
り
考
え
る
に
、
克
述
の
よ
う
に
、
「
け
む
」
を

過
去
と
推
量
と
の
二
つ
の
働
き
に
分
析
し
「
け
り
・
む
．
」
　
「
き
・
む
」
と
七
て

考
え
た
こ
と
も
こ
の
語
源
説
を
裏
付
け
る
も
の
で
滴
り
、
（
春
日
政
治
博
士
に

ょ
れ
ば
「
け
り
」
の
原
義
は
継
続
で
あ
っ
て
、
古
代
に
は
こ
の
方
が
多
い
と
い

わ
れ
る
。
．
壊
す
l
れ
ば
「
け
ら
む
」
よ
り
「
き
（
け
）
む
」
の
方
が
可
能
性
が
多

い
）
連
用
形
に
付
属
す
る
こ
と
も
納
得
が
い
く
よ
う
で
あ
る
。

「
け
む
」
の
語
板
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
活
用
が
推
量
の
「
む
」
と
同
型

で
あ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
〔
け
む
」
の
活
用
は
次
の
よ
う

に
帰
納
さ
れ
る
。

未
然
形
一
連
用
形
一
終
止
形

連
体
形
一
巳
然
形

（
け
ま
）
一
　
〇
　
二
　
け
む

け
む
　
一
け
め

一
命
　
合

「

0

1

1

未
然
形
は
、
「
く
」
に
続
く
形
の
み
で
、
奈
良
時
代
に
少
数
例
が
あ
る
。

う
ち
欺
き
可
多
望
刻
剋
久
l
波
（
語
つ
だ
ろ
う
こ
と
は
）
と
こ
し
へ
に
か
く
L
も
あ

ら
め
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
十
八
′
四
一
〇
六
）

こ
の
形
は
「
む
」
に
お
け
る
「
ま
く
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
連
用
形
の
用
例

が
な
い
。
・
「
け
む
」
は
最
下
位
に
つ
く
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
．
こ
の
下
に
つ
く

助
動
詞
望
息
昧
上
か
ち
ヰ
の
り
え
一
ず
、
中
止
法
も
、
助
詞
の
「
て
」
な
ど
付
け

る
法
も
、
中
途
は
動
詞
の
み
で
最
終
の
語
に
助
動
詞
「
け
む
」
を
つ
け
れ
ば
事

足
り
た
た
め
に
発
達
を
見
ず
に
終
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
終
止
形
は
自
然
の
い

い
き
り
と
な
る
外
、
助
詞
を
つ
け
て
も
用
い
る
。

昇
り
け
む
野
辺
は
煙
も
た
か
り
け
む
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
更
至

一

仏
も
あ
は
れ
と
聞
き
入
れ
さ
せ
給
ひ
刷
叫
か
し
　
　
　
　
　
　
（
同
右
）

連
体
形
は
連
体
法
の
外
、
係
助
詞
、
「
や
・
か
・
ぞ
」
、
疑
問
語
の
結
び
、
主
格

助
詞
の
結
び
な
ど
に
種
々
用
い
ら
れ
る
。

■

細
錮

Ⅷ

　

助

剛

　

の

…

　

め

Ⅷ

　

た
こ

Ⅷ

　

解

…
典

仙

　

古

■uⅧ
　
根

胤
、…

・

…
3
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五
年
、
六
年
の
う
ち
に
千
年
や
過
ぎ
に
け
む

準
体
法
に
も
用
い
ら
れ
る
。

む
か
し
こ
は
た
と
い
ひ
叫
む
が
孫
と
い
ふ

巳
然
形
は
「
こ
そ
」
の
結
び
と
な
り
、
ま
た
「
ど
」

l

「
ど
も
」

返
し
は
上
手
な
れ
ば
よ
か
り
け
め
ど
聞
か
ね
は
書
か
ず

他
の
助
詞
に
も
つ
づ
く
。
．

親
な
し
に
汝
奈
理
矧
謝
矧
（
な
り
け
め
や
）

、
．
（
土
左
）
l

（更級）・

に
も
つ
づ
く
。

．
・
（
大
和
物
語
）

（紀）

そ
の
つ
づ
み
う
す
に
た
て
て
歌
ひ
っ
つ
伽
弥
鶏
梅
伽
革
（
か
み
け
め
か
も
）

こ
の
み
酒
の
あ
や
に
う
た
だ
の
し
さ
さ
　
、
　
　
　
　
　
　
・
（
紀
「

後
の
例
は
後
世
な
ら
接
続
助
詞
「
ば
」
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
以
後

に
も
「
け
め
」
に
「
ば
」
が
つ
い
た
例
は
見
な
㌧

免
竿
も

用
例
　
「
た
し
」
は
鎌
倉
時
代
の
俗
語
で
あ
っ
て
、
奈
良

（
疑
問
例
一
例
）
、
平
安
時
代
の
文
献
に
は
用
例
を
見
な
▼

初
年
）
の
口
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
．
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
助
動
詞
は
、
歌

人
・
高
僧
の
書
簡
、
ま
た
は
口
語
を
ま
じ
え
た
資
料
に
散
見
し
て
は
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
公
式
の
文
章
語
の
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
定
家
の
縁
故

の
俊
成
女
（
諾
夢
－
）
は
歌
人
と
し
て
名
高
い
が
、
そ
の
越
部
禅
尼
消
息
に
．

は
、
′

新
勅
撰
は
か
く
れ
ご
と
侯
は
ず
侯
。
中
納
言
入
道
殿
な
ら
ぬ
人
の
し
て
侯
は

ば
、
と
り
て
み
村
引
だ
に
さ
ぷ
ら
は
ざ
り
し
も
の
l
に
て
供
（
中
略
）

ち
ゃ
わ
ん
の
も
の
に
る
り
を
か
け
て
候
や
う
に
、
一
き
よ
く
う
つ
く
し
う
か
た

じ
け
な
ぐ
あ
ふ
ぎ
て
信
も
を
こ
り
お
ぼ
え
て
候
。
歌
の
こ
と
ど
も
申
出
く

l
侯

事
お
ほ
く
侯
に
こ
そ
見
参
も

l
Ll
た
く
侯
へ

人
は
な
ど
お
り
て
も
申
侯
ぬ
。
か
や
う
に
そ
ゞ
ろ
ご
と
い
く
ら
も
く
申
た

l

引
候
（
以
上
群
書
炉
従
、
九
）

と
あ
る
町
東
大
寺
音
数
儲
f
（
謹
話
⊥
の
書
い
た
春
草
秋
月
抄
等

（
監
転
臣
即
㌫
）
巻
十
二
（
監
付
全
紙
廿
三
枚
半
紙
四
l

枚
）
第
十
一
紙
の
紙

い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

初
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
．
）

詞
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
確
か
な
古
い
例
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
の

に
行
わ
れ
た
千
五
百
番
歌
合
の
例
歌
と
そ
の
判

そ
れ
は
藤
原
季
能
の
歌
（
七
百
七
十
一
番
）
1

左
の
歌
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

い
ざ
い
か
に
深
山
の
お
く
に
L
を
れ
て
も
心
し
り
村
剖
秋
の
よ
の
月

こ
れ
に
は
、
定
家
の
判
詞
が
あ
る
。

左
u
引
吋
割
と
い
へ
る
錐
レ
聞
こ
俗
人
之
語
嘉
㌻
詠
t
〓
和
歌
ノ
之
詞
－
1
瓦
（
元
疎

頃
刊
行
本
に
よ
る
。
統
々
群
書
類
従
十
四
も
同
）
．

で
あ
る
。
「
俗
人
の
語
」
と
は
ど
ん
な
内
容
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
要
す
る

に
、
人
士
の
通
俗
語
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
く
よ
う
で
あ
る
。
雅
人
に
対
す
る

卑
俗
下
衆
の
言
葉
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
㍉
つ
ま
り
そ
れ
は
、
定
家
の
考
え

て
い
る
歌
語
の
範
疇
外
の
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
当
時
（
鎌
倉

背
消
息
に
、

こ
れ
に
調
い
た
く
有
村
剖
事
も
侯
は
で
侯
は
ぬ
也

聞
事
の
見
た
く
侯
ハ
か
引
（
？
）
侯
へ
き
（
中
略
）

京
極
殴
師
実
関
白
に
な
ら
せ
給

年
か
う
　
月
　
日
　
御
年
（
中
略
）

又
家
臣
公
大
臣
に
紅
侯
回
□［
「

年
か
う
　
月
日
　
年
　
こ
れ
の
．
、

承
村
引
候
と
　
宗
性
申
供
し
る
し

・
下
さ
れ
侠
哉
　
あ
す
花
山
八
講

の
折
同
令
申
侯
也
　
恐
l
謹
言．

升
目
「
為
l
叫
一

．
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な
ど
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
口
語
と
し
て
の
存
在
を
知
も
こ
と
が
で

き
る
。
．

－
ま
た
後
世
の
書
写
に
係
る
が
建
仁
よ
り
三
十
年
程
測
る
嘉
応
元
年
（
一
一
六

九
）
に
成
っ
た
梁
塵
秘
抄
に
も
、

月
影
ゆ
か
し
く
は
南
面
に
池
を
掘
れ
、
さ
て
ぞ
見
る
、
琴
の
こ
と
の
音
き
き

（
▼
ヽ
）

が
く
l
は
、
北
の
岡
の
上
に
栓
を
植
え
よ
（
巻
三
岩
痕
文
庫
六
九
貢
）

の
例
が
あ
る
。
こ
の
書
に
は
「
ど
こ
・
ど
れ
・
だ
く
（
瞥
」
な
ど
当
時
の
が
語

の
例
の
あ
石
こ
と
は
知
ら
れ
て
．
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

．
な
お
、
覚
竺
生
麺
こ
の
孝
養
集
（
詔
頑
）
に
、
．

…
行
き
増
割
に
も
…

と
あ
る
。
．
こ
れ
は
山
田
巌
氏
の
教
示
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
早

い
時
代
の
用
例
で
あ
る
。

そ
の
他
、
僧
侶
、
l
神
官
の
作
に
な
る
和
歌
に
も
あ
る
。
私
撰
和
歌
集
の
月
詣

集
（
豊
肇
）
に
は
　
l

あ
り
所
を
わ
す
る
る
恋
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
　
紀
康
宗

き
き
が
U
や
宿
を
た
ど
り
て
な
く
な
み
だ

l
わ
す
れ
水
と
や
な
が
れ
ゆ
く
ら
む

が
あ
り
、
高
弁
（
望
翳
十
竺
）
の
和
歌
に

山
寺
モ
法
師
ク
サ
ク
ハ
井
列
刺
引
力
∵
心
キ
ヨ
ク
バ
ク
ソ
（
糞
）
フ
ク
ナ
リ
ト

（
岩
埼
本
「
明
冨
上
人
歌
集
」
に
よ
る
。
同
条
は
宝
清
二
年
上
人
の
這
稿
を

弟
子
高
信
の
霜
賢
も
の
・
作
は
元
仁
、
嘉
禄
こ
ろ
か
・
「
円
珠
庵
雑
記
」

に
は
結
局
「
菜
ふ
く
に
て
も
」
）

と
「
あ
り
」
．
と
合
し
た
例
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
次
歌
の
詞
書
に
も
、
l

山
寺
ニ
ス
ム
ナ
ラ
ヒ
、
ナ
ニ
ト
ナ
ク
ヒ
マ
ナ
キ
こ
、
ユ
ナ
ム
ド
ア
ミ
ツ
レ
．
ハ
身

モ
ク
ル
シ
キ
ヤ
ウ
ニ
テ
ヤ
ス
ミ
列
刊
コ
ー
ロ
モ
イ
デ
キ
ヌ
べ
キ
ヲ
（
下
堕

同
右
）
一

が
あ
る
∵
」
の
集
に
は
和
歌
に
二
段
活
用
の
一
段
化
し
た
例
（
ア
ラ
バ
レ
ル
）

が
あ
り
、
口
語
を
特
に
詠
み
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
石
。
前
歌
の
作
者
は
神
官

で
あ
り
、
同
様
に
考
え
た
い
。
事
実
、
月
詣
集
と
前
後
す
る
千
載
集
に
も
、
他

の
勅
撰
集
な
ど
に
も
ま
た
平
安
時
代
の
そ
れ
ら
に
も
そ
の
例
を
見
な
い
。
（
滝

沢
貞
夫
氏
に
よ
る
。
古
今
集
と
新
古
今
に
つ
い
て
は
〔
日
本
古
典
全
集
に
よ
る
〕

同
氏
の
作
成
さ
れ
た
総
索
引
に
よ
っ
て
確
か
め
た
）

鎌
倉
中
頃
か
ら
、
高
僧
の
開
署
・
法
語
の
頬
に
も
口
語
が
多
く
使
わ
れ
る
の

が
見
ら
れ
る
が
、
l
次
の
欺
異
抄
の
例
、

ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
柑
剖
こ
こ
ろ
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
は
、
い
か
に
と
さ

ぷ
ら
ふ
べ
㌢
」
と
に
て
…
…
い
そ
ざ
ま
い
り
吋
引
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の
を
…
…

（
岩
波
文
庫
本
－
永
正
十
大
書
写
本
）

も
参
考
に
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
う
見
て
く
れ
は
、
当
時
の
説
話
物
語
に
も
例
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
首
肯
で

き
る
。
宇
l
拾
拾
遺
物
語
、
沙
石
集
（
議
㌻
）
の
例
は
す
完
知
受
て
湾
、

無
住
（
〓
≡
二
援
）
の
妻
鏡
に
ほ

配
が
ト
感
禁
中
シ
寧
丁
、
念
々
相
続
セ
ラ
ル
，
也
・

’

′

　

　

＊

ソ

　

ナ

ケ

ゾ

′

　

　

　

一

と
い
わ
ゆ
る
対
象
格
を
受
け
る
用
法
が
既
に
見
え
て
い
る
。
．

建
倉
ま
頃
に
は
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ
た
ら
し
く
、
延
慶
本
平
家
物
語
に
は

比
較
的
多
く
の
周
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ヅ
ク
こ
そ
父
ノ
オ
ワ
シ
マ
サ
ム
所
へ
ヅ
参
り
列
封
。

何
ク
へ
行
合
レ
ク
リ
ト
モ
死
．
二
所
チ
コ
ソ
死
叫
列
叫
。

母
ノ
釦
許
へ
和
文
マ
ヒ
ラ
セ
可
ケ
l
叫
ド
モ
筆
ノ
立
ト
モ
覚
へ
ネ
パ
（
書
沢
義
則

博
士
栓
江
本
に
よ
る
）

更
に
、
持
古
文
で
あ
る
徒
然
草
に
も
散
見
す
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

我
が
前
に
す
へ
ぬ
れ
ば
や
が
て
ひ
と
り
打
食
て
∵
か
へ
り
村
叫
叫
は
…
…
カ
エ

リ
タ
ケ
レ
．
ハ
・
・
÷
ひ
と
り
つ
い
た
ち
て
行
き
け
り
l
（
六
ひ
）

豪
に
有
村
剖
木
は
　
松
・
さ
も
ら
、
松
ほ
五
葉
も
よ
し
舌
孟
）

こ
の
語
は
漢
文
訓
読
資
料
に
は
、
例
を
見
な
い
。
訓
点
用
語
の
固
定
し
た
平

Ⅲ

　

詞

甘

　

動

興
咄

仙

　

め

細
　
胱

酬

　

釈
芸

岬

　

古

岬

　

集

馴
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安
後
半
期
に
も
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
石
山
の
語
で
あ
り
、
か
つ
訓
読

に
は
「
欲
」
な
ど
の
他
の
表
現
が
固
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
l
変
体
漢
文

の
用
例
は
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
往
来
物
の
中
に
は
、
1
．
度
の
用
字

が
あ
る
。
種
々
の
事
情
か
ら
考
え
て
、
「
た
し
」
と
読
ま
れ
た
も
の
か
と
考
え

る
。雑

訴
風
情
評
者
。
成
管
見
之
窺
慶
侯
（
往
来
庭
訓
）

．
又
自
何
御
代
。
被
定
置
侯
哉
。
承
劇
侯
。
（
遊
学
往
来
）
　
一

当
時
上
意
様
。
歌
道
御
稽
古
有
凰
錐
下
被
〓
思
召
】
候
上
（
東
素
山
消
息
）
二

こ
れ
ら
は
室
町
時
代
の
例
で
あ
る
。
；
」
れ
よ
り
以
前
の
鎌
倉
時
代
に
、
一
広
く

「
た
し
」
　
（
度
）
が
消
息
に
実
際
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
か
よ
う
な
模
範
文

例
と
し
て
の
往
来
物
に
も
そ
の
影
響
が
現
わ
れ
て
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
か
よ
う
な
場
合
、
平
安
時
代
に
は
、
や
は
り
「
欲
」
の
字
を
使
っ
た
の
で

あ
る
。
．

明
日
参
謝
之
次
レ
欲
一
森
厳
旨
】
雲
言
（
雲
州
消
息
）

さ
て
消
息
文
案
の
影
響
も
あ
つ
て
か
、
．
室
町
時
代
に
も
、
消
息
に
は
、
・
建
倉
時

代
そ
の
ま
ま
の
文
語
体
の
「
た
し
」
が
用
い
ら
れ
、

さ
り
な
が
ら
漢
句
つ
ま
り
侯
時
な
ど
に
て
討
句
な
ど
付
ら
れ
布
引
？
っ
に
も

侯
は
は
…
…

比
近
頃
小
島
な
ど
あ
つ
め
ら
れ
扶
て
申
丁
き
の
よ
し
き
1
度
を
れ
ま
た
然

る
べ
か
ら
ず
琶
一
諾
欝
藁
票
旦
一

芸
宗
辺
に
小
雪
作
警
十
方
最
㌢
あ
。
碧
盈
諾
肇
）

江
戸
・
明
治
を
通
り
、
現
今
の
書
簡
文
に
ま
で
そ
の
形
式
を
残
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
．
′

一
方
、
室
町
時
代
の
口
語
と
し
て
は
、
語
の
形
を
変
え
」
抄
物
・
吉
利
支
丹

本
に
よ
れ
ば
連
体
形
の
イ
音
便
形
「
タ
イ
」
が
広
く
用
い
ら
れ
、
更
に
、
そ
の

連
体
形
が
終
止
に
も
使
わ
れ
て
、
現
代
語
の
用
法
の
大
勢
が
出
来
上
っ
て
い
た

こ
と
が
分
る
。
（
『
国
語
学
辞
典
』
付
録
r
国
語
活
用
表
醇
豊
冊
鉢
陥
参
照
）

利
ハ
田
ヲ
ト
了
ソ
軍
兵
ヲ
ツ
ヨ
ク
シ
タ
イ
土
石
レ
ク
ゾ
（
孟
子
抄
）
ニ

ま
た
、
当
詩
の
用
法
・
意
味
の
二
両
は
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
「
日
本
文
典
」
、

コ
リ
ヤ
ド
の
日
茎
語
文
典
に
よ
っ
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

．
活
用
・
意
味
・
付
属
形
式
　
今
ま
で
掲
げ
た
諸
例
で
分
る
よ
う
に
、
文
語
と

し
て
の
「
た
し
」
は
、
形
容
詞
ク
活
用
と
同
様
の
語
尾
変
化
を
示
し
て
い
る
。

未
然
形
「
た
く
」
は
確
例
で
は
な
い
。
「
た
か
ら
・
リ
」
は
助
動
詞
に
続
く
例

の
み
で
、
連
体
形
「
た
か
る
」
の
倒
は
見
な
い
。
命
令
形
は
「
た
し
」
の
意
味

よ
り
考
え
て
ど
う
し
て
も
有
り
え
な
い
。
連
用
形
の
ウ
音
便
は
、
珪
倉
時
代
に

も
見
ら
れ
、

蒜
霊
は
む
か
へ
た
う
も
な
き
た
り
（
沙
石
英
、
こ

抄
物
・
告
別
支
丹
物
で
も
引
き
つ
づ
き
用
い
ら
れ
た
。

昆
ノ
文
公
ノ
古
楽
ヲ
キ
キ
列
ウ
ー
モ
ナ
カ
ツ
タ
ト
同
事
ゾ
．
（
史
記
抄
）

特
に
そ
の
打
消
の
形
は
ユ
リ
ヤ
ド
の
日
本
語
文
典
（
鰍
謂
）
に
い
う
よ
う
に
．
「
と

も
な
い
」
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
（
た
う
も
－
た
む
寸
と
む
・
．
と
も
）
こ
れ
が
現

代
語
の
「
み
っ
と
も
な
い
（
見
と
も
な
い
）
」
の
造
語
要
素
に
な
っ
て
い
る
と

．
見
ら
れ
る
。

「
た
し
」
の
意
味
は
本
来
、
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
願
望
を
表
わ
す
も
の
と

思
わ
れ
る
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
「
芸
大
文
典
」
（
触
謡
生
）
で
他
の
希
求
法
と
区
別

し
て
「
第
一
人
称
に
の
み
用
ゐ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
情
を
考
慮

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
注
倉
持
代
の
そ
の
当
初
の
用
例
の
琵
か
な
も

1

4

詞動功く統一
、御用達



の
で
は
言
語
主
体
の
願
望
を
表
わ
し
て
い
る
。
第
三
者
の
希
求
す
る
意
を
示
す

に
は
、
そ
の
語
幹
に
接
尾
語
「
が
る
」
を
つ
け
て
ラ
行
四
段
動
詞
し
て
用
い
る

語
に
よ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

故
殿
に
年
比
侯
ひ
し
某
と
申
す
者
こ
そ
参
り
て
侯
へ
。
御
見
参
に
ネ
り
増
創

刊
供
（
宇
治
拾
遺
物
語
、
五
）

し
か
し
時
代
が
降
る
と
、
第
三
者
の
希
求
に
「
た
し
」
を
用
い
た
例
が
あ
る
。

北
条
日
来
聞
利
別
引
ツ
ル
ニ
ウ
レ
シ
ト
思
テ
（
諸
本
）

或
者
子
を
法
師
に
な
し
て
…
…
二
の
わ
ざ
．
や
う
く
さ
か
ひ
に
入
け
れ
ば
い

よ
く
よ
く
し
た
く
覚
え
て
嗜
み
け
る
ほ
ど
に
、

当
代
い
ま
だ
坊
に
お
は
し
ま
し
1
比
…
…
た
ゞ
今
御
所
に
て
紫
の
朱
う
ば
ふ

こ
と
を
恵
む
と
云
文
を
御
覧
ぜ
ら
れ
吋
剖
事
あ
り
て
卸
本
を
御
覧
ず
れ
ど
も

（
つ
れ
・
・
ハ
＼
革
）

か
か
る
用
法
は
、
「
た
し
」
の
派
生
的
の
用
法
か
本
来
的
の
も
の
か
、
少
い
資

料
で
は
急
に
は
決
し
難
い
。
唯
、
推
測
す
る
に
、
前
掲
の
例
で
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
会
話
、
心
謡
の
部
分
の
用
法
が
、
間
接
話
法
に
い
い
直
さ
れ
た
た
め
に

（
「
－
－
た
し
と
思
え
、
言
ふ
」
1
「
－
だ
く
思
え
二
言
ふ
」
）
、
言
語
主
体
の

願
望
か
ら
第
三
者
へ
の
希
求
に
移
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
更
に
こ
の
用
法

を
可
能
に
し
た
の
に
「
ま
ほ
し
」
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
．

「
ま
ほ
し
」
は
話
手
の
願
望
も
第
三
者
の
希
求
も
表
わ
す
語
と
し
て
平
安
時

代
か
ら
用
い
ら
れ
て
、
中
世
以
後
一
疲
口
語
か
ら
次
第
に
勢
力
を
失
い
、
や
が

て
「
た
し
」
が
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
と
言
わ
れ
る
が
、
「
た
し
」
の
右
の
用
法

は
、
か
か
る
事
情
の
も
と
に
「
ま
ほ
し
」
の
影
響
と
そ
の
消
滅
と
に
関
係
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
後
考
に
侠
ち
た
い
。

「
た
し
」
の
付
属
す
る
の
は
、
動
詞
お
よ
び
「
す
．
・
さ
す
・
る
・
ら
る
」
の

連
用
形
で
あ
る
。
「
す
・
さ
す
・
る
・
ら
る
」
に
つ
く
例
は
管
見
で
ほ
平
家
物

語
、
徒
然
草
以
後
で
あ
り
、
．
当
初
に
は
動
詞
特
に
四
段
、
．
上
一
、
上
二
段
な
ど

ロ
イ
」
音
の
語
に
つ
い
た
例
が
多
い
。
．

研
究
史
．
「
た
し
」
は
定
家
の
い
う
よ
う
に
歌
語
に
も
縁
遠
く
、
中
世
以
後

の
口
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
、
中
古
語
歌
文
の
研
究
よ
り
起
っ
た
江
戸
時

代
の
文
法
学
者
に
は
顧
み
ら
れ
な
い
で
来
っ
た
。
同
時
代
の
随
筆
に
も
触
れ
た

も
の
を
殆
ど
見
な
い
。
た
だ
独
り
、
倭
訓
菜
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

助
語
に
め
で
た
し
‥
つ
れ
た
し
・
見
た
し
・
行
た
し
な
ど
い
ふ
は
つ
よ
く
い

ふ
辞
、
痛
し
の
義
な
り

明
治
に
入
っ
て
「
広
日
本
文
典
」
（
窪
指
し
で
「
希
フ
意
塙
ス
志
津
活
用
ナ

リ
。
見
タ
シ
・
行
キ
ク
シ
」
ァ
リ
タ
シ
（
中
略
）
其
他
二
愛
た
し
・
憂
た
し
・

蔚
た
し
（
け
ぷ
た
し
・
ね
ぶ
た
し
）
　
（
中
略
）
　
（
痛
し
・
甚
し
の
意
）
あ
れ
ど

も
用
法
極
め
て
局
せ
ヶ
」
と
い
い
、
形
容
詞
を
作
る
接
尾
語
と
説
い
て
い
る
。

右
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
語
性
を
接
尾
語
と
す
る

こ
と
。
第
二
は
語
源
を
「
痛
し
」
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。

「
た
し
」
を
接
尾
語
と
す
る
考
え
は
明
治
時
代
に
「
広
日
本
文
典
」
以
外
に

も
行
わ
れ
て
い
た
が
早
く
松
尾
捨
治
郎
博
士
が
助
動
詞
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、

（
欄
撃
）
ま
た
山
田
考
雄
博
士
の
複
語
尾
説
、
松
下
大
三
郎
二
二
矢
重
松

博
士
の
助
動
詞
説
が
あ
っ
て
、
以
来
諸
家
こ
れ
に
従
っ
て
来
て
い
る
。
近
年
、
時

枝
誠
記
博
士
は
言
語
過
程
説
の
立
場
か
ら
辞
（
弼
電
撃
配
恕
聖
）
で
あ
る
助

動
詞
か
う
除
外
、
形
容
詞
的
接
尾
語
と
さ
れ
た
。
（
酎
密
増
加
確
、
）
。
「
た
し
」

に
第
三
者
の
希
求
を
表
わ
す
例
の
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
．
る
（
謂

憫
賦
甥
豊
革
）
し
か
し
こ
れ
ら
が
本
来
の
用
法
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
・
．

も
し
転
用
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
な
お
再
考
の
要
が
あ
ろ
う
。
1

語
源
　
語
源
に
つ
い
て
み
る
に
、
倭
訓
菜
に
「
痛
し
の
義
な
り
」
と
説
き
、

ま
た
三
矢
重
松
博
士
は
、
．

た
し
は
語
根
い
た
し
に
て
例
へ
ば
行
き
た
し
は
行
き
い
た
し
の
略
な
れ
ば
、

l
元
の
語
は
助
動
詞
に
あ
ら
で
形
容
詞
な
㌢
説
く
も
の
あ
り
（
棉
欝
）

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
笠
者
も
「
い
た
し
」
説
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
・

∵
「
甚
な
し
（
し
い
の
古
語
）
」
「
い
た
し
（
痛
L
r
甚
し
）
が
造
語
要
素
と
し

…
・
詞

細

　

動

酬

　

助

…

　

の

川

　

め

■

　

た

伸

　

の

川
■
　
釈

馴

　

解

刷

　

典

…
古

■間

　

　

集

i
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て
昆
つ
か
の
影
空
説
を
持
戻
し
た
こ
と
は
に
ー
一
石
こ
と
で
あ
ろ
う
．
一
三
T
E
語

の
「
い
た
し
」
は
「
甚
し
」
の
意
味
で
古
事
記
上
の

水
種
国
者
、
例
刻
久
射
佐
夜
芸
亘
有
詔
理

な
ど
の
用
法
が
本
来
の
も
の
宅
心
わ
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
感
覚
の
痛
み
の

意
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
そ
の
順
序
は
と
に
か
く
と
し
て
、

万
菜
集
に
は
す
で
に
両
義
の
用
法
が
あ
る
。
い
た
く
喜
そ
・

か
む
な
び
の
．
い
は
せ
の
も
り
の
よ
ぶ
こ
ど
㌣
痛
英
鳴
吾
が
恋
ひ
ま
さ
る
（
万
人

．

J

一

望

九

〉

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

が

む

：

た

し

た
ま
し
ひ
は
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
た
ま
ふ
れ
ど
安
来
中
頭
伊
多
之
恋
の
し
げ
き

に
（
万
十
五
ノ
三
七
六
七
）

さ
て
、
今
「
い
た
し
」
に
基
づ
く
合
成
語
と
思
わ
れ
る
も
の
を
上
代
よ
り
中
古

に
か
け
て
求
め
る
と
、

a
　
う
れ
た
し
　
お
も
た
し
　
っ
め
た
し

も
　
こ
ち
た
し
　
ら
う
た
し
　
け
ぷ
た
し
ね
ぶ
た
し
　
め
で
た
し
　
あ
き
た
L

c
　
う
も
れ
い
た
し

な
ど
が
拾
わ
れ
る
・
（
a
）
は
「
1
＋
墾
（
信
也
の
意
）
」
．
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
・
「
う
れ
た
し
」
は
「
う
ら
（
裏
1
心
）
痛
し
」
の
昔
転
で
あ
り
、

「
お
も
た
し
」
は
「
う
ら
」
に
対
す
る
「
お
も
（
表
1
両
）
痛
」
で
は
あ
る
ま
い

か
・
つ
ま
り
挟
母
音
の
イ
の
脱
落
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
つ
め
た

し
」
は
「
爪
痛
」
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
痛
」いた

に
基
づ
く
た
め
に
感
覚
的
な
概
念
を
表
わ
し
て
い
る
。
（
b
）
は
「
1
＋
甚

し
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
始
め
は
原
義
に
よ
り
状
能
苗
属
性
概
念

を
表
わ
し
て
い
た
も
の
が
、
次
第
に
転
義
し
て
情
意
的
意
味
を
表
わ
す
よ
う
に

こ
と
い
た

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
こ
ち
た
し
」
は
「
言
甚
し
」
の
昔
転
と
い
う
。

ひ

と

亡

と

t

こ

と

こ

も

た

く

他
言
咋
真
言
痛
成
り
ぬ
と
も
そ
こ
に
さ
は
ら
む
吾
な
ら
な
く
に
〈
万
十
＝
′
二
八

八
六
、
新
枕
に
よ
る
）

は
原
義
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
「
煩
わ
し
．
い
」
は
原
義
よ
り
離
れ
た
情
意
表
現
で

あ
る
．
一
ら
う
た
し
」
は
一
芳
若
し
」
で
一
労
　
（
崇
ヒ
・
E
レ
・
一
人
亡
し
　
ぺ
え
ノ
い
」

が
原
義
で
あ
り
、

な
め
し
と
お
ぽ
さ
で
ら
う
た
う
し
給
へ
（
涼
氏
、
桐
空

の
・
「
可
愛
が
る
・
可
凌
Y
思
う
」
は
情
意
的
で
転
義
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
様

「
け
ぷ
た
し
」
（
「
墾
㌫
し
」
と
い
う
）
1
気
ヅ
㌃
ダ
リ
窮
屈
ダ

官
い
と
苦
し
き
判
者
に
も
当
た
り
て
持
古
か
な

い
と
司
や
と
な
や
み
給
ふ
（
源
氏
、
拇
枝
）
－
転
義
。

（
く
ゆ
り
つ
1
世
宅
す
み
か
ま
の
叫
ぶ
l
贈
割
を
吹
き
つ
つ
燃
や
せ
冬

「
ね
ぷ
班
つ
報
尉
謂
）
去
リ
タ
イ

夜
深
く
笥
な
り
に
け
れ
ば
（
枕
草
子
）
1
転
義

「
め
平
を
」
．
（
「
褒
㌫
し
」
と
い
う
）
1
（
増
計
琵
化
瑠
）

比
の
少
将
比
の
適
切
中
に
酬
増
村
剖
も
の
に
い
ほ
れ
た
り
（
酎
鴇
、
）

「
あ
き
た
し
」
（
「
尉
甚
し
」
l
と
い
う
）
1
ヨ
シ
．
ニ
シ
タ
イ
（
岩
ナシ

顛
）

㌢
）

）
と
も

一
3

、

．

4

日

さ
し
あ
た
り
て
見
む
に
は
煩
ほ
し
く
よ
う
せ
ず
は
飽
き
た
き
こ

あ
り

な
む
や
（
源
氏
、
寄
木
）

こ
れ
ら
の
個
々
が
、
晋
変
化
又
は
脱
落
を
し
た
時
、
お
よ
び
転
義
の
時
期
は
何

時
で
あ
る
か
、
不
明
で
あ
る
が
平
安
中
期
ま
で
に
は
完
成
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故
に
（
c
）
「
う
も
れ
い
た
し
」
は
新
出
の
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
う
も
れ
い
た
し
」
（
聖
甚
し
）
I
心
が
暗
レ
ヤ
カ
ヂ
ナ
イ

若
き
人
の
跡
で
ざ
ら
む
も
い
と
あ
ま
り
引
引
叫
呵
（
1
晴
レ
ヤ
カ
ニ
ナ
リ
タ

イ
）
判
別
d
品
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
）

こ
れ
ら
は
「
言
甚
L
L
よ
り
考
え
る
に
、
い
ず
れ
も
体
言
（
動
詞
の
連
用
形

も
）
相
当
語
に
「
い
た
し
」
が
つ
い
て
音
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

も
そ
の
意
味
は
状
態
的
属
性
概
念
か
ら
次
第
に
主
観
的
、
情
意
的
な
豪
現
に
移

っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
料
に
「
い
た
し
」
の
上
位
語
が
感
覚
的
な
語

詞動助く続に形用達



「
ね
む
り
・
・
飽
き
」
の
場
合
は
そ
の
傾
向
が
一
層
強
く
、
願
望
の
意
味
を
も
持

つ
に
三
つ
・
た
と
見
ら
れ
る
。
更
に
上
位
語
が
動
詞
の
連
用
形
で
あ
っ
た
た
め

に
、
他
の
活
用
形
（
例
え
ば
飽
く
、
飽
か
）
と
の
関
係
か
ら
「
た
し
」
を
分
出

し
、
し
か
も
願
望
の
意
味
は
こ
の
語
に
あ
る
が
ご
と
く
見
る
に
至
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
て
新
し
い
意
味
を
持
っ
た
新
語
形
は
、
伝
流
を
重
ん
ず

る
和
歌
の
用
語
の
頴
か
ら
ほ
避
け
p
り
れ
、
．
ま
ず
口
語
と
し
て
平
安
末
、
鎌
倉
初

頃
よ
り
使
い
初
め
ら
れ
、
次
第
に
そ
の
用
法
と
使
用
範
囲
を
広
く
し
て
行
っ
た

も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
の
用
語
は
、
平
安
中
期
に
整
っ
た
体
系
を

と
つ
た
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
生
ま
れ
た
新
し
い
言
葉
は
受
け
つ
け
な
か
っ
た
。

そ
の
伝
続
が
あ
っ
て
、
今
日
で
も
意
味
上
か
ら
当
然
ゆ
る
さ
れ
る
は
ず
の
「
欲
」

な
ど
の
字
を
ー
「
た
t
L
と
は
訓
読
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
変
体
漢

文
の
系
統
の
消
息
往
来
の
用
語
と
は
自
ら
差
異
あ
り
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は

新
し
い
通
俗
語
を
摂
駁
し
て
、
言
語
変
遷
の
現
実
的
動
向
に
応
じ
た
わ
け
で
あ

っ
一
た
。
一

三
」
う
見
て
く
る
と
、
涼
氏
物
語
に
あ
る
「
飽
き
た
し
」
　
（
二
例
）
の
粗
は
た

と
え
「
た
⊥
」
の
母
胎
で
あ
る
と
考
え
て
も
、
助
動
詞
「
た
し
」
と
は
見
な
い

方
が
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
他
に
　
「
た
し
」
が
自
由
に
動
詞
に
付
い
た
例
も
な

く
、
ま
た
、
一
方
に
、
「
う
も
れ
い
た
し
」
の
よ
シ
な
造
語
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
よ
り
し
て
も
・
「
あ
き
た
L
L
を
一
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
抽
粍
万
葉
告
疑
問
例
に
つ
い
・
て
考
え
を
。
．
「
た
し
」
の
例
と
し
て

凡
有
者
か
も
れ
を
打
を
か
し
こ
㌢
酪
艶
を
撃
て
あ
る
か
も
一
欝
九
）

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
時
代
を
離
れ
た
唯
一
の
個
例
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
も
例

を
見
な
い
た
め
に
疑
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
矩
者
は
こ
れ
こ
そ
「
た

し
」
の
源
流
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
同
様
例
に
、

丹
告
河
瀬
は
渡
ら
ず
て
行
ぐ
行
く
晶
耐
吾
が
弟
こ
ち
通
ひ
来
室
訂
－
）

が
あ
る
。
共
に
「
痛
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
七
よ
り
す
れ
ば
、
コ
ヒ
（
イ
）

タ
キ
、
フ
リ
（
イ
）
タ
車
で
そ
の
状
聖
の
甚
し
い
桟
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

但
し
前
歌
は
、
「
振
る
」
と
い
う
純
然
た
る
動
作
で
あ
る
か
ら
、
「
甚
し
く
振

る
袖
を
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
袖
振
る
」
に
特
別
な
情
意

的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
島
田
啓
子
氏
に
よ
れ
ば
西
鐙
綜

講
譜
等
、
万
葉
集
の
「
抽
振
る
」
は
単
な
る
動
作
と
し
て
苧
っ
他
に
、

強
い
感
情
表
白
の
手
段
と
し
て
「
恋
す
る
」
意
に
使
わ
れ
た
。
巻
六
（
九
六
六
）

の
詞
書
に
「
恋
の
歌
」
と
も
言
う
べ
き
を
「
袖
を
振
る
玖
」
と
あ
り
「
恋
」
の

代
名
詞
の
如
く
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
「
振
痛
袖
を
」
は

「
甚
し
く
恋
し
い
の
に
（
忍
ん
で
い
る
）
」
の
意
と
見
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
い
た
し
」
▼
の
作
っ
た
合
成
語
は
」
実
際
に
は
今
日
知
ら
れ
る
よ
り
も
多
か
つ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
の
い
く
つ
か
が
永
い
間
に
転
義
し
、
や
が
て
そ

の
一
部
か
ら
助
頭
詞
「
た
し
」
を
分
出
す
る
に
亘
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
．な

お
、
平
安
時
代
の
「
た
し
」
．
の
例
と
し
て
大
言
遠
に
は
壬
生
忠
見
薬
の

夢
を
こ
そ
畢
生
の
程
に
語
り
け
め
、
見
村
引
ま
で
に
も
た
り
に
け
る
か
な

を
挙
げ
て
い
る
が
、
三
十
六
人
英
田
刻
本
及
び
群
害
虫
に
九
に
は
「
司

（
釦
餌
か
）
ま
で
に
も
悶
え
け
る
か
き
と
あ
る
か
ら
、
疑
わ
し
い
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
小
林
芳
規
重
）

■

㈱
摘

朋

　

助

胴
　
絢

爛

　

た

柵
和

服

　

解

…
捕

■馴

　

　

集

Ⅷ

　

特

＿
T
一

二
■瑚

　
射て

薗

活
用
形
式
　
ま
ず
活
用
影
式
で
あ
る
が
、

息
亀
咽
ノ

右
の
表
に
見
る
如
く

㈲
一
胤
㈲

た
ら
一
た
り
一
た
h
ソ

酎
且
引

㍉
引
」
封
叫
．

「
た
り
」
は
ラ
変
に
活
用
し
、
各
活
用
形
〇
す
べ
て
と

具
へ
て
と
り
、
薫
‥
「
こ
q
I
．
ナ
一
て
こ
▲
賃
一
〓
T
二
二
て
て
三
三
l
て
一
二
二
：
　
二
l
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