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た
ま
と
た
ま
し
ひ
と

た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
は
、
近
世
的
に
は
、
此
二
つ
が
混
乱
し
て
使
は
れ
、
大

ざ
つ
ぱ
に
、
同
じ
も
の
だ
と
思
は
れ
て
居
る
。
尤
、
中
に
は
、
此
二
つ
に
区

別
が
あ
る
の
だ
ら
う
と
考
へ
た
人
も
あ
る
が
、
明
ら
か
な
答
へ
は
な
い
様
で

あ
る
。
私
に
も
ま
だ
、
は
つ
き
り
と
し
た
説
明
は
出
来
な
い
が
、
多
少
の
明

り
が
つ
い
た
。
其
を
中
心
に
話
を
進
め
て
見
た
い
と
思
ふ
。

古
く
日
本
人
が
考
へ
た
霊
魂
の
信
仰
は
、
後
に
段
々
変
つ
て
行
つ
て
居
る
。

民
間
的
に
　
　
知
識
の
低
い
階
級
に
よ
つ
て
　
　
追
ひ
〳
〵
に
組
織
立
て
ら

れ
、
統
一
づ
け
ら
れ
た
霊
魂
の
解
釈
が
加
は
つ
て
行
つ
た
為
だ
と
思
ふ
。
だ

か
ら
其
中
か
ら
、
似
寄
つ
た
も
の
を
と
り
出
し
て
、
一
つ
の
見
当
を
つ
け
る
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事
は
、 

却  

々 

な
か
な
か

困
難
で
あ
る
が
、
先
大
体
、
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
は
、
違
ふ

も
の
だ
と
言
ふ
見
当
だ
け
を
つ
け
て
、
此
話
を
進
め
た
い
。
い
づ
れ
、
最
初

に
た
ま
の
考
へ
が
あ
つ
て
、
後
に
た
ま
し
ひ
の
観
念
が
出
て
来
た
の
だ
ら
う
、

と
言
ふ
所
に
落
ち
つ
く
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
た
ま
の
分
化
　
　
神
と
も
の
と

日
本
人
の
た
ま
に
対
す
る
考
へ
方
に
は
、
歴
史
的
の
変
化
が
あ
る
。
日
本
の

「
神
」
は
、
昔
の
言
葉
で
表
せ
ば
、
た
ま
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
そ

れ
が
、
い
つ
か
「
神
」
と
い
ふ
言
葉
で
飜
訳
せ
ら
れ
て
来
た
。
だ
か
ら
、
た

ま
で
残
つ
て
居
る
も
の
も
あ
り
、
神
と
な
つ
た
も
の
も
あ
り
、
書
物
の
上
で

は
、
そ
こ
に
矛
盾
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
或
時
は
た
ま
と
し
て
扱
は
れ
、
或

所
で
は
、
神
と
し
て
扱
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
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た
ま
は
抽
象
的
な
も
の
で
、
時
あ
つ
て
姿
を
現
す
も
の
と
考
へ
た
の
が
、
古

い
信
仰
の
様
で
あ
る
。
其
が
神
と
な
り
、
更
に
其
下
に
、
も
の
と
称
す
る
も

の
が
考
へ
ら
れ
る
様
に
も
な
つ
た
。
即
、
た
ま
に
善
悪
の
二
方
面
が
あ
る
と

考
へ
る
や
う
に
な
つ
て
、
人
間
か
ら
見
て
の
、
善
い
部
分
が
「
神
」
に
な
り
、

邪
悪
な
方
面
が
「
も
の
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、

猶
、
習
慣
と
し
て
は
、
た
ま
と
い
ふ
語
も
残
つ
た
の
で
あ
る
。

先
、
最
初
に
た
ま
の
作
用
か
ら
考
へ
て
見
る
。

我
々
の
祖
先
は
、
も
の
の
生
れ
出
る
の
に
、
い
ろ
〳
〵
な
方
法
・
順
序
が
あ

る
と
考
へ
た
。
今
風
の
言
葉
で
表
す
と
、
其
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
卵
生

と
胎
生
と
の
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
考
へ
た
。
古
代
を
考
へ
る
の
に
、
今

日
の
考
へ
を
以
て
す
る
の
は
、
勿
論
い
け
な
い
事
だ
が
、
此
は
大
体
、
さ
う
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考
へ
て
見
る
よ
り
為
方
が
な
い
の
で
、
便
宜
上
か
う
し
た
言
葉
を
使
ふ
。
此

二
つ
の
別
け
方
で
、
略
よ
い
様
で
あ
る
。

胎
生
の
方
に
は
大
し
て
問
題
が
な
い
と
思
ふ
か
ら
、
茲
で
は
、
卵
生
に
就
い

て
話
を
す
る
。
さ
う
す
る
と
、
た
ま
の
性
質
が
訣
つ
て
来
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
な
る
・
う
ま
る
・
あ
る

古
い
も
の
で
見
る
と
、
な
る
と
言
ふ
語
で
、
「
う
ま
れ
る
」
こ
と
を
意
味
し

た
の
が
あ
る
。
な
る
・
う
ま
る
・
あ
る
は
、
往
々
同
義
語
と
考
へ
ら
れ
て
居

る
が
、
あ
る
は
、
「
あ
ら
は
れ
る
」
の
原
形
で
、
「
う
ま
れ
る
」
と
言
ふ
意

は
な
い
。
た
ゞ
「
う
ま
れ
る
」
の
敬
語
に
、
転
義
し
た
場
合
は
あ
る
。
万
葉

な
ど
に
も
、
此
語
に
、
貴
人
の
誕
生
を
考
へ
た
ら
し
い
用
語
例
が
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
厳
格
に
は
、
神
聖
な
る
も
の
ゝ
「
出
現
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
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つ
て
、
貴
人
に
就
い
て
「
み
あ
れ
」
と
言
う
た
の
も
、
あ
ら
は
れ
る
・
出
現

に
近
い
意
を
表
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
、
永
劫
不
滅
の
神
格
を
有

す
る
貴
人
に
は
、
誕
生
と
言
ふ
事
が
な
い
。
休
み
か
ら
の
復
活
で
あ
る
と
信

じ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
が
「
う
ま
れ
る
」
の
敬
語
に
転
義
し
た
訣
が
、
そ
こ

に
あ
る
。

う
ま
る
の
語
根
は
、
う
む
で
あ
る
。
う
む
は
「
は
じ
ま
る
」
と
関
係
の
あ
る

語
ら
し
い
。
う
ぶ
か
ら
出
て
居
る
形
と
見
ら
れ
る
。
此
に
対
し
て
、
な
る
と

言
ふ
語
が
あ
る
。
あ
る
は
、
形
を
具
へ
て
出
て
来
る
、
即
、
あ
れ
い
づ
で
あ

る
が
、
な
る
は
、
初
め
か
ら
形
を
具
へ
な
い
で
、
も
の
ゝ
中
に
宿
る
事
に
使

は
れ
て
居
る
。
く
は
し
く
は
、
な
り
い
づ
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

此
な
る
の
用
語
例
が
多
く
な
つ
て
来
る
と
、
な
と
言
ふ
語
だ
け
に
意
味
が
固
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定
し
て
、
な
を
語
根
と
し
た
、
な
す
と
言
ふ
語
な
ど
も
出
来
て
来
た
。
な
る

と
言
ふ
語
に
は
、
別
に
、
も
の
ゝ
内
容
が
出
来
て
く
る
　
　
充
実
し
て
来
る

　
　
と
言
ふ
同
音
異
義
の
語
が
あ
る
が
、
元
は
一
つ
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

同
音
異
義
で
な
く
、
意
義
の
分
化
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
発
生
に
於
け
る
三
段
の
順
序

た
ま
ご
の
古
い
言
葉
は
、
か
ひ
（
穎
）
で
あ
る
。
「
う
ぐ
ひ
す
の
、
か
ひ
こ

の
中
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
な
ど
の
用
語
例
が
示
し
て
ゐ
る
様
に
、
た
ま
ご
の
事

を
か
ひ
こ
と
言
う
た
。
蚕
に
も
此
意
味
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
此
は
姑

く
、
昔
か
ら
の
「
飼
ひ
こ
」
と
し
て
預
け
て
置
か
う
。

も
の
を
包
ん
で
居
る
の
が
、
か
ひ
で
あ
る
。
米
の
こ
と
を
か
ひ
と
言
う
た
の

は
、
籾
に
包
ま
れ
て
居
る
か
ら
言
う
た
の
で
、
即
、
籾
が
か
ひ
な
の
だ
が
、
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延
い
て
お
米
の
事
に
も
な
つ
た
の
で
あ
る
。
ち
か
ひ
・
も
ゝ
か
ひ
・
し
る
に

も
か
ひ
に
も
な
ど
の
、
用
語
例
で
見
る
と
、
昔
は
籾
の
ま
ゝ
食
べ
た
の
か
と

も
思
は
れ
る
。
籾
は
吐
き
出
し
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
で
な
い
と
、
か
ひ
の

使
ひ
方
が
不
自
然
で
あ
る
。

か
ひ
は
、
も
な
か
の
皮
の
様
に
、
も
の
を
包
ん
で
居
る
も
の
を
言
う
た
の
で
、

此
か
ら
、
蛤
貝
・
蜆
貝
な
ど
の
貝
も
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、

此
か
ひ
は
、
密
閉
し
て
居
て
、
穴
の
あ
い
て
居
な
い
の
が
よ
か
つ
た
。
其
穴

の
あ
い
て
居
な
い
容
れ
物
の
中
に
、
ど
こ
か
ら
か
這
入
つ
て
来
る
も
の
が
あ

る
、
と
昔
の
人
は
考
へ
た
。
其
這
入
つ
て
来
る
も
の
が
、
た
ま
で
あ
る
。
そ

し
て
、
此
中
で
或
期
間
を
過
す
と
、
其
か
ひ
を
破
つ
て
出
現
す
る
。
即
、
あ

る
の
状
態
を
示
す
の
で
、
か
ひ
の
中
に
這
入
つ
て
来
る
の
が
、
な
る
で
あ
る
。
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此
が
な
る
の
本
義
で
あ
る
。

な
る
を
果
物
に
の
み
考
へ
る
様
に
な
つ
た
の
は
、
意
義
の
限
定
で
あ
る
。
併

し
果
物
が
な
る
と
言
う
た
の
も
、
其
中
に
も
の
が
這
入
つ
て
来
る
の
だ
と
考

へ
た
か
ら
で
、
原
の
形
を
変
へ
な
い
で
成
長
す
る
の
が
、
熟
す
る
で
あ
る
。

熟
す
る
と
い
ふ
語
に
は
、
大
き
く
成
長
す
る
と
言
ふ
意
も
含
ん
で
居
る
の
で

あ
る
。

か
や
う
に
日
本
人
は
、
も
の
ゝ
発
生
す
る
姿
に
は
、
原
則
と
し
て
三
段
の
順

序
が
あ
る
と
考
へ
た
。
外
か
ら
や
つ
て
来
る
も
の
が
あ
つ
て
、
其
が
或
期
間

も
の
ゝ
中
に
這
入
つ
て
居
り
、
や
が
て
出
現
し
て
此
世
の
形
を
と
る
。
此
三

段
の
順
序
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
な
る
の
信
仰
か
ら
生
れ
た
民
譚
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竹
と
り
物
語
の
か
ぐ
や
姫
は
、
此
な
る
の
、
適
切
な
例
と
見
ら
れ
る
。
此
物

語
に
は
、
な
る
と
言
ふ
語
は
使
つ
て
な
い
が
、
な
い
だ
け
に
、
却
つ
て
信
用

が
出
来
る
様
に
思
は
れ
る
。

な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
は
、
山
の
中
の
竹
の
、
よ
　
　
節
と
節
と
の
間
の
空
間

　
　
の
中
に
や
ど
つ
て
育
つ
た
。
其
を
竹
と
り
の
翁
が
見
つ
け
て
つ
れ
て
来

る
。
此
物
語
は
、
純
粋
の
民
間
説
話
で
な
く
、
其
を
と
つ
て
平
安
朝
に
出
来

た
物
語
で
あ
る
か
ら
、
自
然
作
意
が
あ
る
。
姫
が
ど
う
し
て
、
竹
の
よ
の
中

に
這
入
つ
た
か
な
ど
ゝ
言
ふ
こ
と
も
言
は
れ
て
は
な
い
。
天
で
失
敗
が
あ
つ

て
下
界
に
降
り
、
或
期
間
を
地
上
に
居
て
ま
た
天
へ
還
つ
た
と
い
ふ
風
に
、

き
れ
い
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
。

類
型
の
話
は
、
猶
幾
つ
か
あ
る
。
桃
太
郎
の
話
が
、
や
は
り
其
一
つ
で
あ
る
。
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我
々
の
考
へ
か
ら
言
へ
ば
、
桃
の
中
に
ど
う
し
て
人
が
這
入
つ
た
ら
う
と
疑

は
な
い
で
ゐ
ら
れ
な
い
が
、
昔
は
そ
こ
ま
で
考
へ
る
必
要
は
な
か
つ
た
の
だ
。

此
話
で
は
、
桃
の
実
が
充
実
し
て
来
る
と
言
ふ
考
へ
と
、
桃
太
郎
が
大
き
く

な
つ
て
出
て
来
る
時
期
を
待
つ
て
居
る
と
言
ふ
考
へ
と
が
、
一
つ
に
な
つ
て

居
る
。
朝
鮮
に
は
、
卵
か
ら
生
れ
た
英
雄
の
話
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
日
本
と

朝
鮮
と
は
、
一
部
分
共
通
し
て
居
る
点
が
あ
る
。
あ
め
の
ひ
ぼ
こ
は
、
朝
鮮

か
ら
や
つ
て
来
た
神
だ
が
、
や
は
り
卵
の
話
に
関
聯
し
て
居
る
。

卵
の
話
は
、
日
本
に
も
全
然
な
い
事
は
な
い
が
、
日
本
に
は
、
卵
で
な
く
、

も
つ
と
外
の
容
れ
物
が
あ
つ
た
。
瓜
に
代
表
さ
せ
て
い
ゝ
と
思
ふ
が
、
瓜
と

い
ふ
と
、
平
安
朝
頃
ま
で
は
ま
く
わ
の
事
で
、
喰
べ
ら
れ
る
も
の
ゝ
事
を
言

う
た
。
古
く
は
、
主
と
し
て
ひ
さ
ご
を
考
へ
た
。
其
ひ
さ
ご
の
実
が
、
だ
ん
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〳
〵
膨
れ
て
来
て
、
や
が
て
ぽ
ん
と
は
じ
け
る
時
が
く
る
。
其
は
其
中
に
、

或
も
の
が
育
つ
て
居
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

更
に
か
う
し
た
話
は
、
も
つ
と
異
つ
た
形
で
も
残
つ
て
居
る
。
聖
徳
太
子
に

仕
へ
、
中
世
以
後
の
日
本
の
民
俗
芸
術
の
祖
と
謂
は
れ
て
居
る
、
秦
河
勝
に

は
、
壺
の
中
に
這
入
つ
て
三
輪
川
を
流
れ
て
来
た
、
と
の
伝
説
が
附
随
し
て

居
る
。
此
壺
に
は
、
蓋
が
あ
つ
た
。
桃
太
郎
の
話
よ
り
は
、
多
少
進
化
し
た

形
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
た
ま
の
い
れ
も
の

日
本
の
神
々
の
話
に
は
、
中
に
は
大
き
な
神
の
出
現
す
る
話
も
な
い
で
は
な

い
が
、
其
よ
り
も
小
さ
い
神
の
出
現
に
就
い
て
、
説
か
れ
た
も
の
ゝ
方
が
多

い
。
此
ら
の
神
々
は
、
大
抵
も
の
ゝ
中
に
這
入
つ
て
来
る
。
其
容
れ
物
が
う﹅
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つ﹅
ぼ﹅
を
し
た
も
の
で
な
く
、
中
が
う﹅
つ﹅
ろ﹅
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
此
に
蓋

が
あ
る
と
考
へ
た
の
は
、
後
世
の
事
で
あ
る
。
書
物
で
見
ら
れ
る
も
の
で
、

此
代
表
的
な
神
は
、
す
く
な
ひ
こ
な
で
あ
る
。
此
神
は
、
適
切
に
た
ま
と
言

ふ
も
の
を
思
は
す
。
即
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
外
来
魂
の
名
が
、
此
す
く
な
ひ

こ
な
の
形
で
示
さ
れ
た
の
だ
と
も
見
ら
れ
る
。

此
神
は
、
か﹅
﹅ゞ

み﹅
な
も
の
に
乗
つ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。
嘗
て
柳
田
国
男
先

生
は
、
彼
荒
い
海
中
を
乗
り
切
つ
て
来
た
神
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
潜
航
艇

の
や
う
な
も
の
を
想
像
し
た
の
だ
ら
う
と
言
は
れ
た
。

か
や
う
に
昔
の
人
は
、
他
界
か
ら
来
て
此
世
の
姿
に
な
る
ま
で
の
間
は
、
何

も
の
か
の
中
に
這
入
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
そ
し
て
其
容
れ

物
に
、
う
つ
ぼ
舟
・
た
ま
ご
・
ひ
さ
ご
な
ど
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
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も
の
い
み
の
意
味

何
故
か
う
し
て
も
の
ゝ
中
に
這
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
つ
た
か
。
其
理
由

は
、
我
々
に
は
訣
ら
ぬ
。
或
は
、
姿
を
な
さ
な
い
他
界
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

姿
を
な
す
ま
で
の
期
間
が
必
要
だ
、
と
考
へ
た
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

併
し
、
も
う
一
つ
、
も
の
が
な
る
為
に
は
、
ぢ
つ
と
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
時
期
が
あ
る
と
の
考
へ
も
あ
つ
た
様
だ
。
え
び
・
か
に
が
固
い
殻
に
包
ま

れ
て
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
る
の
も
、
蛇
が
冬
眠
を
す
る
の
も
、
昔
の
人
に
は
、
余

程
不
思
議
な
事
に
思
は
れ
た
に
相
違
な
い
。
光
線
も
あ
た
ら
な
い
、
暗
黒
の

中
に
、
ぢ
つ
と
し
て
居
た
も
の
が
、
や
が
て
時
が
く
れ
ば
、
其
皮
を
脱
い
で
、

立
派
な
形
と
な
つ
て
現
れ
る
。
古
代
人
は
、
そ
こ
に
内
容
の
充
実
を
考
へ
た

の
で
あ
ら
う
。
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此
話
は
、
日
本
の
神
道
で
最
大
切
な
事
に
考
へ
て
居
た
、
も
の
い
み
と
関
聯

が
あ
る
。
も
の
い
み
は
、
此
自
然
界
の
現
象
か
ら
思
ひ
つ
い
た
事
で
あ
る
か

と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
或
は
、
さ
う
し
た
生
活
が
あ
つ
た
為
に
、
此
話
が
出

来
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
此
は
今
の
と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
と
も
言
へ
な
い
が
、

と
に
か
く
、
古
く
日
本
に
は
、
神
事
に
与
る
資
格
を
得
る
為
に
は
、
或
期
間

を
ぢ
つ
と
家
の
中
、
或
は
山
の
中
に
籠
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

も
に
籠
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
蒲
団
の
様
な
も
の
を
被
つ
て
ぢ
つ
と
し
て
居
る

事
で
あ
つ
た
。
大
嘗
会
の
真
床
覆
衾
（
神
代
紀
）
が
其
で
あ
る
。
さ
う
し
て

居
る
と
、
魂
が
這
入
つ
て
来
て
、
次
の
形
を
完
成
す
る
と
考
へ
た
。
其
時
は
、

蒲
団
が
も
の
を
包
ん
で
ゐ
る
の
で
、
即
か
ひ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
外
気
に
あ

た
ら
な
け
れ
ば
、
中
味
が
変
化
を
起
す
と
考
へ
た
。
完
成
し
た
と
き
が
み
あ
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れ
で
あ
る
。
此
は
昔
の
人
が
、
生
物
の
様
態
を
見
て
居
て
考
へ
た
こ
と
で
あ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
う
つ
・
す
つ
・
す
だ
つ
・
そ
だ
つ

話
が
多
少
複
雑
に
な
つ
て
来
た
の
で
、
こ
ゝ
ら
で
単
純
に
戻
し
た
い
と
思
ふ
。

古
い
言
葉
に
、
此
は
う
つ
ぼ
に
も
関
係
が
あ
る
と
思
ふ
が
、
う
つ
と
言
ふ
語

が
あ
る
。
空
・
虚
、
或
は
全
の
字
を
あ
て
る
。
熟
語
と
し
て
は
、
う
つ
は
た

（
全
衣
）
・
う
つ
む
ろ
（
空
室
）
な
ど
が
あ
る
。
う
つ
は
全
で
、
完
全
に
も

の
に
包
ま
れ
て
居
る
事
ら
し
い
。
こ
の
は
な
さ
く
や
姫
の
う
つ
む
ろ
は
、
戸

な
き
八
尋
殿
を
、
更
に
土
も
て
塗
り
塞
い
だ
と
あ
る
か
ら
、
す
つ
か
り
も
の

に
包
ま
れ
た
、
窓
の
な
い
室
の
意
で
、
空
の
室
を
言
つ
た
の
で
は
な
い
と
思

ふ
。
た
ゞ
其
が
、
空
で
あ
つ
た
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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う﹅
つ﹅
に
感
じ
が
固
定
し
た
様
で
あ
る
が
、
古
く
は
さ
う
で
な
か
つ
た
。
現
在

の
語
感
か
ら
古
語
を
解
剖
す
る
と
、
往
々
誤
り
を
生
じ
る
。
此
な
げ
う
つ
も
、

た
ま
の
信
仰
に
照
し
て
見
る
と
、
ど
う
し
て
此
語
が
出
来
た
か
、
元
の
形
が

訣
る
と
思
ふ
。

琉
球
の
古
語
の
す
ぢ
ゆ
ん
は
、
も
の
ゝ
中
か
ら
生
れ
出
る
こ
と
を
意
味
し
た

語
ら
し
い
。
此
は
蘇
生
す
る
・
復
活
す
る
な
ど
に
近
い
気
分
を
持
つ
た
語
で

あ
る
。
日
本
の
う
つ
に
も
、
其
が
あ
る
。
此
す
ぢ
ゆ
ん
の
語
根
す
ぢ
は
、
他

界
か
ら
来
る
神
を
表
し
た
語
ら
し
く
、
日
本
の
た
ま
と
略
、
同
義
語
の
様
で

あ
る
。
柳
田
先
生
は
、
此
す
ぢ
を
、
我
国
の
古
語
い
つ
（
稜
威
）
と
一
つ
も

の
に
見
ら
れ
た
。

い
つ
は
「
み
い
つ
を
祈
り
て
」
と
か
「
い
つ
の
ち
わ
き
に
ち
わ
き
て
」
な
ど
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の
用
語
例
に
入
つ
て
来
る
と
、
多
少
内
容
が
変
つ
て
来
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
、

い
列
と
う
列
と
が
近
く
て
区
別
の
な
か
つ
た
と
き
、
い
つ
と
も
う
つ
と
も
言

う
た
ら
し
く
、
ち
は
や
ぶ
る
は
い
つ
は
や
ぶ
る
で
、
ま
た
う
つ
は
や
ぶ
る
と

も
言
う
て
、
魂
の
荒
ぶ
る
方
面
を
言
う
た
の
だ
が
、
其
が
い
つ
か
、
神
の
枕

詞
に
な
つ
て
し
ま
う
た
。
恐
ら
く
、
さ
う
し
た
暴
威
を
振
ふ
神
の
あ
つ
た
こ

と
を
考
へ
た
事
か
ら
出
来
た
語
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

と
に
か
く
、
琉
球
の
す﹅
ぢ﹅
と
言
ふ
意
を
持
つ
様
に
な
つ
た
。
う﹅
つ﹅
の
意
に
も
、

目
の
な
い
も
の
ゝ
意
に
も
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。

う
つ
・
す
つ
・
す
だ
つ
・
そ
だ
つ
は
、
何
れ
も
た
ま
の
出
入
に
就
い
て
言
う

た
語
で
あ
る
。
た
ま
が
も
の
ゝ
中
で
な
り
い
づ
　
　
あ
る
ゝ
に
至
る
　
　
ま

で
の
期
間
に
用
ゐ
た
言
葉
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
其
が
い
つ
か
、
か
ひ
の
中
に
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出
入
す
る
こ
と
を
表
す
動
詞
と
も
な
つ
た
。
も
の
ゝ
中
に
這
入
つ
て
来
る
事

を
考
へ
た
と
同
時
に
、
外
へ
出
る
事
を
考
へ
た
。
さ
う
し
て
出
る
方
ば
か
り

に
使
は
れ
る
様
に
な
つ
て
、
這
入
る
方
の
考
へ
が
段
々
薄
ら
い
で
行
つ
た
。

す
だ
つ
・
そ
だ
つ
は
其
の
代
表
的
な
言
葉
だ
と
見
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
石
成
長
の
話

日
本
に
は
、
古
く
か
ら
石
成
長
の
話
が
あ
る
。
ま
た
漂
著
神

ヨ
リ
ガ
ミ

の
信
仰
が
あ
る
。

此
も
た
ま
成
長
の
信
仰
と
関
係
が
あ
つ
て
出
来
た
も
の
だ
と
思
ふ
。
た
ま
が

成
長
を
す
る
の
に
、
何
物
か
の
中
に
這
入
つ
て
、
或
期
間
を
過
す
と
考
へ
た

事
か
ら
、
其
容
れ
物
と
し
て
、
う
つ
ぼ
舟
・
ひ
さ
ご
を
考
へ
、
ま
た
衣
類
・

蒲
団
の
様
な
も
の
に
く
る
ま
る
事
を
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
此
た
ま
は
、

石
の
中
に
も
這
入
る
と
考
へ
た
。
ど
う
し
て
石
の
様
な
も
の
ゝ
中
に
這
入
る
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と
考
へ
た
か
、
と
に
か
く
、
日
本
の
古
代
に
は
さ
う
し
た
信
仰
が
あ
つ
た
。

此
が
後
に
、
た
ま
が
神
に
飜
訳
せ
ら
れ
て
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
る
と
、
神
が

石
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。
今
度
ア
ル
ス
の
児
童
文
庫
の
中
の

一
冊
と
し
て
書
か
れ
た
柳
田
先
生
の
「
日
本
伝
説
集
」
に
も
、
石
の
成
長
す

る
話
が
出
て
居
る
が
、
先
生
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
さ
う
し
た
石
の
成
長
す
る

話
を
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
居
る
の
で
、
「
君
が
代
は
千
代
に
八
千
代
に
」
の

歌
な
ど
も
、
単
に
詩
人
の
空
想
か
ら
、
あ
ゝ
し
た
言
葉
を
連
ね
た
ゞ
け
で
は

な
い
。
既
に
古
く
さ
う
し
た
信
仰
が
あ
つ
て
、
あ
の
歌
は
出
来
た
の
だ
と
論

じ
ら
れ
た
事
も
あ
る
。

ど
う
し
て
、
石
の
様
な
も
の
が
成
長
す
る
、
と
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
拾

う
て
来
た
石
が
、
家
に
帰
り
つ
く
ま
で
に
大
き
く
な
つ
た
と
か
、
祠
に
祀
つ
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た
の
が
一
晩
の
中
に
大
き
く
な
つ
て
祠
を
突
き
破
つ
た
と
か
い
ふ
話
が
、
数

限
り
な
く
諸
国
に
あ
る
。
古
代
人
は
さ
う
し
た
信
仰
を
も
つ
た
。
小
さ
い
間

は
、
大
き
く
な
る
と
思
う
て
居
る
の
だ
ら
う
が
、
其
か
ら
後
は
信
仰
で
あ
る
。

目
に
見
え
な
い
事
を
信
ず
る
の
だ
か
ら
、
信
仰
と
い
ふ
よ
り
外
に
、
説
明
の

し
よ
う
が
な
い
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
信
仰
を
持
つ
様
に
な
つ
た
か
。
先
生
に

も
既
に
説
明
が
あ
つ
た
が
、
茲
で
少
し
ば
か
り
、
私
の
考
へ
を
述
べ
て
見
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
神
の
容
れ
物
と
し
て
の
石

前
に
、
此
石
成
長
の
話
も
、
た
ま
成
長
の
信
仰
と
関
係
が
あ
る
、
木
や
竹
の

中
に
這
入
つ
て
成
長
す
る
と
考
へ
た
た
ま
が
、
石
の
中
に
も
這
入
る
、
と
考

へ
た
と
述
べ
た
が
、
後
世
の
考
へ
か
ら
す
る
と
、
木
や
竹
な
ら
ば
、
這
入
つ
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て
も
成
長
す
る
だ
け
の
空
間
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
石
の
や
う
な
も
の

で
は
、
第
一
這
入
る
事
も
出
来
ず
、
其
が
大
き
く
な
る
な
ど
ゝ
い
ふ
事
は
、

到
底
考
へ
ら
れ
な
い
事
だ
と
思
ふ
が
、
昔
は
さ
う
信
じ
た
の
で
、
即
、
た
ま

が
其
中
で
成
長
す
る
と
信
じ
た
の
で
、
成
長
し
て
あ
る
時
期
が
来
る
と
、
前

の
う
つ
ぼ
・
た
ま
ご
・
ひ
さ
ご
の
場
合
の
様
に
、
や
は
り
石
が
割
れ
て
神
が

出
て
来
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
其
石
か
ら
神
が
出
て
来
る
と
言
ふ
話
の

中
間
の
一
部
分
　
　
石
が
大
き
く
な
る
と
言
ふ
一
部
分
だ
け
　
　
が
発
達
し

て
来
た
の
で
、
遂
に
我
々
に
は
、
訣
の
わ
か
ら
ぬ
話
に
な
つ
て
了
う
た
の
で

あ
る
。

人
や
動
物
が
化
石
し
た
と
言
ふ
話
も
、
実
は
こ
の
信
仰
の
中
間
に
出
来
た
も

の
だ
と
思
は
れ
る
。
石
の
中
に
た
ま
が
這
入
つ
た
と
だ
け
を
考
へ
る
と
、
人
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が
石
に
な
つ
た
、
犬
が
石
に
な
つ
た
、
と
考
へ
る
様
に
な
る
。
沖
縄
に
は
、

殊
に
さ
う
し
た
話
が
多
い
。
此
を
逆
に
考
へ
る
と
、
死
ん
で
石
に
な
つ
た
と

の
考
へ
も
出
て
来
る
。
さ
よ
姫
の
化
石
譚
の
様
な
も
の
が
出
来
て
来
る
の
だ

が
、
此
考
へ
は
反
対
だ
と
思
ふ
。

此
石
が
、
神
の
乗
り
物
・
容
れ
物
と
考
へ
ら
れ
た
例
が
、
段
々
あ
る
。
石
が

ぢ
つ
と
し
て
居
な
い
で
、
よ
そ
か
ら
や
つ
て
来
る
場
合
が
あ
る
。
石
に
た
ま

が
這
入
る
と
言
ふ
信
仰
に
は
、
た
ま
が
よ
そ
か
ら
や
っ
て
来
て
這
入
る
の
と
、

既
に
入
つ
た
も
の
が
、
他
界
か
ら
や
つ
て
来
る
と
考
へ
た
の
と
、
此
二
つ
が

あ
つ
た
様
だ
。
後
者
は
、
海
岸
に
殊
に
多
い
。
古
く
か
ら
あ
つ
た 

像  

石 

カ
タ
イ
シ

信

仰
が
其
で
あ
る
。
大
洗
の
磯
崎
神
社
の
像
石
は
、
此
有
名
な
一
つ
で
、
一
夜

の
中
に
、
海
中
か
ら
出
現
し
た
神
だ
、
と
い
は
れ
て
居
る
。
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お
ほ
く
に
ぬ
し
と
お
ほ
も
の
ぬ
し
と

お
ほ
な
む
ち
と
す
く
な
ひ
こ
な
と
が
一
つ
も
の
に
考
へ
ら
れ
た
に
は
、
理
由

が
あ
る
。
す
く
な
ひ
こ
な
が
他
界
か
ら
来
た
神
で
あ
る
事
は
前
に
述
べ
た
が
、

お
ほ
く
に
ぬ
し
の
命
が
、
此
す
く
な
ひ
こ
な
を
失
う
て
、
海
岸
に
立
つ
て
愁

へ
て
居
る
と
、
海
原
を
光テラ
し
て
、
依
り
来
る
神
が
あ
つ
た
。
「
何
者
だ
」
と

問
ふ
と
、
「
俺
は
お
前
だ
。
お
前
の  

荒    

魂  

ア
ラ
ミ
タ
マ

・  

和    

魂  

ニ
ギ
ミ
タ
マ

・  

奇    

魂  

ク
シ
ミ
タ
マ

だ
」

と
答
へ
た
と
あ
る
。
大
和
の
三
輪
山
に
祀
つ
た
お
ほ
も
の
ぬ
し
の
命
で
あ
る

が
、
此
三
つ
の
魂
が
、
お
ほ
な
む
ち
に
つ
い
て
居
た
の
で
あ
る
。
た
ま
に
は
、

形
は
な
い
が
、
少
く
と
も
此
話
で
は
、
光
り
を
も
つ
て
居
た
事
が
考
へ
ら
れ

る
。

日
本
の
神
々
に
、
い
ろ
〳
〵
な
名
が
あ
る
の
は
、
一
の
体
に
、
い
ろ
〳
〵
な
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魂
が
這
入
る
と
考
へ
た
か
ら
で
、
其
魂
に
、
其
々
の
名
が
あ
る
か
ら
だ
と
思

ふ
。
元
は
、
体
は
た
ま
の
容
れ
物
だ
と
考
へ
た
。
三
輪
山
の
お
ほ
も
の
ぬ
し

の
命
は
、
此
神
自
身
は
、
人
格
を
具
へ
て
居
な
い
、
即
、
眼
に
見
え
な
い
精

霊
で
、
お
ほ
も
の
ぬ
し
の
も
の
其
も
の
が
示
し
て
居
る
や
う
に
、
純
化
し
た

神
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
其
で
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
自
身
で
は
な
い
が
、
又
、

お
ほ
く
に
ぬ
し
で
も
あ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
漂
著
石
　
　
石
移
動
の
信
仰

か
や
う
に
た
ま
だ
け
が
や
つ
て
来
る
事
も
あ
り
、
其
が
体
に
く
つ
つ
く
場
合

も
あ
り
、
更
に
此
た
ま
が
、
石
に
這
入
る
事
も
あ
り
、
石
に
這
入
つ
て
や
つ

て
来
る
こ
と
も
あ
る
と
考
へ
た
の
で
、
一
夜
の
中
に
、
常
世
の
波
に
う
ち
寄

せ
ら
れ
て
、
忽
然
と
石
が
現
れ
、
見
る
〳
〵
中
に
、
大
き
く
な
つ
た
と
い
ふ
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信
仰
譚
が
、
其
処
か
ら
発
生
し
た
。
石
が
流
れ
寄
る
な
ど
ゝ
は
考
へ
ら
れ
な

い
事
だ
が
、
た
ま
が
依
り
来
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
こ
ん
な
方
法
を
考
へ

た
の
だ
と
見
れ
ば
よ
い
。
其
所
に
石
移
動
の
信
仰
も
生
れ
た
。
柳
田
先
生
の

生
石
の
話
が
其
で
あ
る
。

石
が
大
き
く
な
つ
た
と
言
ふ
話
に
、
石
と
旅
行
を
し
た
話
が
附
随
し
て
居
る

も
の
が
あ
る
。
後
世
で
は
、
熊
野
へ
行
つ
た
と
き
、
或
は
伊
勢
へ
参
つ
た
と

き
、
淡
路
へ
行
つ
た
と
き
に
、
拾
う
て
来
た
石
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
居
る
が
、

此
は
、
巫
女
の
類
が
、
従
来
あ
つ
た
石
成
長
の
話
を
、
諸
国
に
持
つ
て
歩
い

た
印
象
が
、
残
つ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
。

私
は
、
恐
ら
く
其
前
に
、
石
其
も
の
が
あ
ち
こ
ち
移
動
を
し
、
歩
く
も
の
だ

と
い
ふ
話
が
、
必
出
来
て
居
た
の
だ
と
思
ふ
。
そ
れ
が
さ
う
し
た
話
に
、
不
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審
を
懐
く
時
代
に
な
つ
て
、
次
の
携
帯
し
て
歩
く
人
の
話
が
出
来
た
の
で
は

な
か
つ
た
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
石
こ
づ
み
の
風
習

此
は
、
石
の
中
に
た﹅
ま﹅
に
す
る
。
こ﹅
づ﹅
む﹅
と
は
、
積
み
上
げ
る
事
で
あ
る
。

此
が
、
後
に
石
こ﹅
づ﹅
め﹅
と
言
は
れ
る
様
に
な
つ
て
、
奈
良
の
猿
沢
の
池
の
石

こ
づ
め
塚
の
様
な
伝
説
も
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
元
は
、
山
伏
し
仲
間
の
風

習
で
あ
つ
た
。
其
が
、
後
に
は
、
山
伏
し
以
外
の
者
に
も
、
刑
法
と
し
て
行

は
れ
る
様
に
な
つ
た
。

併
し
、
山
伏
し
仲
間
で
は
、
此
が
刑
罰
と
し
て
ゞ
は
な
く
、
復
活
の
儀
式
と

し
て
行
は
れ
た
時
代
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
前
に
述
べ
た
、
衣
類
や
蒲
団

に
く
る
ま
つ
て
、
魂
が
完
全
に
、
体
に
く
つ
ゝ
く
時
期
を
待
つ
た
、
と
同
じ
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信
仰
の
も
の
で
、
石
の
中
に
は
、
這
入
る
事
が
出
来
な
い
為
に
、
石
を
積
ん

だ
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
生
れ
変
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
山
伏
し
生
活
の
起
り

一
体
山
伏
し
の
為
事
は
、
何
か
ら
始
ま
つ
た
か
と
言
ふ
と
、
あ
れ
は
元
来
、

仏
教
か
ら
出
て
居
る
の
で
は
な
い
。
日
本
の
古
い
神
々
の
教
へ
が
、
さ
う
し

た
形
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
、
村
の
若
者
を
山
籠
り
を
さ
せ
て
、
男
に
す
る
事

が
、
其
一
つ
で
あ
つ
た
。
此
時
期
が
、
後
の
山
伏
し
の
精
進
・
行
と
言
は
れ

る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
山
伏
し
の
籠
り
に
行
く
の
は
、
即
、
若
者
に
な
り

に
行
つ
た
風
習
の
名
残
り
で
あ
る
。

此
風
習
は
、
山
伏
し
を
専
門
に
し
な
い
者
の
間
に
も
残
つ
た
。
近
年
ま
で
、

羽
後
の
三
山
な
ど
へ
出
か
け
た
の
が
、
其
で
あ
る
。
此
は
、
従
来
の
神
道
や
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仏
教
で
は
、
説
明
の
出
来
な
い
事
な
の
で
、
た
ゞ
山
籠
り
の
事
を
考
へ
て
見

る
と
、
山
伏
し
の
生
活
の
始
ま
つ
た
、
元
の
姿
が
訣
る
と
思
ふ
。
そ
し
て
、

此
が
宗
教
化
し
、
毎
年
、
時
期
を
定
め
て
行
は
れ
て
居
る
中
に
、
一
種
の
宗

教
的
な
形
を
も
つ
様
に
も
な
つ
た
の
だ
が
、
更
に
此
が
、
奈
良
朝
以
前
か
ら

既
に
あ
つ
た
、
山
林
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
、
遂
に
其
一
派
の
様
に
説
明
せ

ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
其
山
伏
し
に
、
石
を
積
ん
で
、
人
を
入
れ
る
法
式

が
残
つ
て
居
る
と
い
ふ
の
は
面
白
い
。

二
三
年
前
、
三
河
の
山
奥
へ
這
入
つ
て
、
花
祭
り
と
い
ふ
行
事
を
見
た
。
旧

暦
を
用
ゐ
た
頃
は
霜
月
に
行
は
れ
た
が
、
今
は
初
春
の
行
事
と
な
つ
て
居
る
。

古
い
神
楽
の
一
部
分
で
、
神
楽
は
三
日
三
晩
続
い
た
、
其
一
部
分
だ
と
説
明

せ
ら
れ
て
居
る
が
、
要
す
る
に
、
村
の
若
者
に
、
成
年
戒
を
授
け
る
儀
式
の
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名
残
り
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
白
山
と
言
ふ
も
の
を
作
つ
て
、
若
者
に
行
を

さ
せ
る
。
人
に
な
ら
せ
る
と
い
ふ
、
信
仰
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。

か
や
う
に
、
若
者
に
な
る
為
に
は
、
石
に
つ
め
た
り
、
山
の
中
に
塗
り
こ
め

た
り
す
る
事
が
行
は
れ
た
の
で
、
普
通
、
山
ご
も
り
は
、
単
な
る
禁
欲
生
活

だ
と
思
は
れ
て
居
る
が
、
実
は
其
間
に
、
か
う
し
て
、
一
度
自
然
界
の
も
の
ゝ

中
に
這
入
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
其
を
し
な
け
れ
ば
、
人
に
も

な
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
此
は
、
神
の
魂
が
育
つ
の
と
、
同
じ
こ
と
に
な

る
の
で
、
他
界
か
ら
来
る
た
ま
を
う
け
る
形
な
の
で
あ
つ
て
、
さ
う
す
る
事

に
よ
つ
て
、
村
の
聖
な
る
為
事
に
、
与
る
資
格
が
得
ら
れ
る
、
と
考
へ
た
の

で
あ
る
。

か
う
い
ふ
風
に
考
へ
て
見
る
と
、
他
界
か
ら
や
つ
て
来
る
た
ま
は
、
単
に
石

31



や
木
や
竹
の
様
な
も
の
ゝ
中
に
宿
る
の
で
は
な
く
、
人
自
身
が
、
も
の
ゝ
中

に
這
入
つ
て
、
魂
を
う
け
て
来
る
の
で
あ
つ
た
。
を
か
し
な
考
へ
の
様
で
あ

る
が
、
日
本
人
が
、
最
初
か
ら
、
現
実
に
魂
を
持
つ
て
来
て
居
る
と
考
へ
た

ら
、
こ
ん
な
話
は
出
来
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
即
、
容
れ
物
が
あ
つ
て
、

た
ま
が
よ
つ
て
来
る
。
さ
う
し
て
、
人
が
出
来
、
神
が
出
来
る
、
と
考
へ
た

の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
の
区
別

た
ま
か
ら
た
ま
し
ひ
に
這
入
つ
て
見
る
と
、
用
語
例
が
、
さ
ま
／
″
＼
に
混

乱
し
て
ゐ
て
、
自
分
に
も
、
賛
成
の
出
来
な
い
様
な
、
矛
盾
し
た
気
持
ち
で

話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
は
、
並
ん
で
居
る
の
だ

か
ら
、
此
は
ど
う
し
て
も
、
別
の
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
ま
し
ひ
は
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た
ま
の
ひ
で
、
即
、
火
光
を
意
味
す
る
、
と
説
明
し
た
学
者
が
あ
つ
た
け
れ

ど
も
、
其
は
信
じ
ら
れ
な
い
説
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
第
二
義
に
堕
ち
た
説

明
だ
と
思
は
れ
る
。
や
は
り
実
際
に
使
う
て
ゐ
る
例
か
ら
、
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
ふ
が
、
大
和
だ
ま
し
ひ
と
か
、
其
外
、
平
安
朝
に
書
か
れ
た
用
語
例

な
ど
で
見
る
と
、
此
は
知
識
で
な
く
、
力
量
・
才
能
な
ど
の
意
味
に
使
は
れ

て
居
る
の
で
、
活
用
す
る
力
・
生
き
る
力
の
意
を
持
つ
た
、
極
端
に
い
へ
ば
、

常
識
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
或
学
者
は
、
大
和
魂
を
常
識
と
し
て
説

明
し
た
が
、
其
ま
で
に
は
考
へ
な
く
と
も
、
少
く
と
も
、
働
い
て
ゐ
る
力
、

と
い
ふ
事
に
は
な
る
の
で
あ
る
。

沖
縄
へ
行
つ
て
見
る
と
、
此
二
者
の
使
ひ
方
が
、
明
ら
か
に
違
ふ
。
た
ま
は
、

我
々
の
謂
ふ
た
ま
し
ひ
の
事
で
、
た
ま
し
ひ
は
、
才
能
・
技
倆
を
意
味
す
る
。
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ぶ
た
ま
し
ぬ
む
ん
（
不 

魂 

之 

者 

ブ
タ
マ
シ
ノ
モ
ノ

）
と
言
ふ
の
は
、
器
量
の
な
い
も
の
・
働

き
の
な
い
も
の
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
、
平
安
朝
時
代
の
用
語
例
と
、
非

常
に
よ
く
似
た
近
さ
を
、
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

さ
う
す
る
と
、
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
の
区
別
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
ふ
事

に
な
つ
て
来
る
の
だ
が
、
其
説
明
は
、
簡
単
に
は
出
来
な
い
。
と
に
か
く
、

少
く
と
も
、
た
ま
し
ひ
と
言
ふ
も
の
は
、
目
に
見
え
る
光
り
を
も
つ
た
も
の
、

尾
を
曳
い
た
も
の
で
は
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
で
、
体
に
、
這
入
つ
た
り
出

た
り
す
る
も
の
が
た
ま
だ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
か
其
が
、
此
を
具
体
的

に
示
し
た
、
即
、
た
ま
の
し
ん
ぼ
る
だ
つ
た
と
こ
ろ
の
礦
石
や
動
物
の
骨
な

ど
だ
け
が
、
た
ま
と
呼
ば
れ
、
抽
象
的
な
も
の
ゝ
方
は
、
た
ま
し
ひ
と
言
ふ

言
葉
で
、
現
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
。
大
変
な
変
化
が
起
つ
た
訣
で
あ
る
。
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此
、
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
の
区
別
に
就
い
て
は
、
い
づ
れ
機
会
を
見
て
、
も

う
一
度
話
を
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。
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