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○
く
び
だ
け
　
今
は
方
言
と
言
は
れ
ぬ
語
で
あ
る
が
、
く
び
だ
け
は
首
ば
か

り
が
水
面
に
出
て
ゐ
る
様
子
で
、
沈
湎
・
惑
溺
の
甚
し
い
事
を
言
ふ
の
だ
、

と
思
う
て
ゐ
た
処
、
大
阪
天
満
女
夫
池
に
、
妻
を
追
う
て
入
つ
た
夫
の
歌
と

言
ふ
の
に
「
水
洩
ら
ぬ
契
り
の
末
は
首
た
け
に
思
ひ
し
づ
み
し
女
夫
池
か
な
」

極
め
て
要
領
を
得
ぬ
物
で
あ
る
が
、
首
長ダケ
と
は
着
長
キ
タ
ケ
に
対
し
た
語
で
、
頭
を

も
こ
め
た
長タケ
の
義
で
あ
ら
う
、
と
思
ひ
あ
た
つ
た
。
首
が
出
る
段
で
な
く
、

ず
ん
ぶ
り
つ
か
つ
て
了
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
東
京
人
の
く
び
つ
た
け
の
促
音

は
、
く
び
の
た
け
の
積
り
で
あ
る
の
で
、
だ
け
（
而
已
）
に
力
を
こ
め
た
の

で
は
な
か
ら
う
。

○
さ
く
ら
　
縁
日
な
ど
に
出
る
香
具
師
の
仲
間
で
は
、
客
の
買
ひ
方
を
速
め
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る
為
に
、
囮
に
な
つ
て
、
馴
れ
あ
ひ
で
物
を
買
ふ
。
此
類
に
限
ら
ず
、
其
外

に
も
、
人
目
は
関
係
な
い
様
に
見
せ
か
け
て
、
実
は
、
脈
絡
を
も
つ
て
悪
い

事
を
す
る
第
三
者
、
譬
へ
ば
、
手
品
師
に
於
け
る
隠
れ
合
図
を
す
る
者
・
す

り
の
す
つ
た
品
物
を
途
中
で
受
け
と
る
人
間
な
ど
、
す
べ
て
相
掏
り
（
あ
ひ

ず
り
）
と
言
は
れ
る
も
の
を
、
大
阪
で
は
さ
く
ら
と
言
ふ
。
此
は
、
花
合
せ

の
札
の
三
月
の
分
が
、
殊
に
目
に
つ
く
藍
刷
り
で
あ
つ
た
為
か
と
思
ふ
が
、

他
に
案
が
あ
つ
た
ら
、
教
へ
て
下
さ
い
。

○
祭
り
の
翌
日
　
祭
り
の
前
の
日
の
よ
み
や
、
祭
日
の
本ホン
ま
つ
り
な
ど
は
、

何
処
で
も
通
用
す
る
が
、
祭
り
の
翌
日
に
は
、
行
事
の
あ
る
と
こ
ろ
と
、
な

い
と
こ
ろ
と
が
あ
る
様
だ
し
、
用
語
も
、
地
方
に
よ
つ
て
、
ま
ち
〳
〵
な
様

で
あ
る
。
熊
本
の
お
け
あ
ら
ひ
（
桶
洗
ひ
か
）
大
阪
の
ご
え
ん
（
後
宴
か
御
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縁
か
）
な
ど
は
聞
い
た
。
祭
り
の
な
ご
り
を
惜
し
む
人
々
の
残
つ
て
ゐ
る
今

の
間
に
蒐
め
て
お
き
た
い
。

○
も
ろ
に
　
東
京
で
も
、
今
は
諸
国
の
人
々
の
寄
り
合
ひ
に
な
つ
て
了
う
た

為
、
大
抵
の
国
々
の
語
の
包
括
を
遂
げ
た
様
に
見
え
る
。
其
で
も
、
下
町
の

年
よ
り
の
早
口
の
会
話
を
聞
く
と
、
か
な
り
意
の
通
ぜ
ぬ
語
に
出
く
は
す
。

今
の
間
に
、
小
説
家
な
ど
が
、
も
つ
と
書
き
と
め
て
置
い
て
く
れ
ゝ
ば
と
思

ふ
。
も
ろ
に
な
ど
言
ふ
副
詞
は
、
実
の
処
、
私
に
は
ま
だ
、
的
確
に
意
義
が

掴
ま
れ
ぬ
。
初
め
は
「
両モロ
に
」
で
、
両
手
で
さ
し
あ
げ
た
り
す
る
意
の
、
相

撲
と
り
の
仲
間
か
ら
と
り
入
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
て
、
其
ま
は
し
を
両
手
モ
ロ
テ
で

ひ
い
て
、
軽
々
と
さ
し
あ
げ
る
意
か
ら
、
軽
々
と
・
た
や
す
く
な
ど
言
ふ
意

が
、
胚
胎
せ
ら
れ
て
来
た
も
の
と
思
う
た
。
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処
が
、
事
実
は
す
つ
か
り
違
ふ
様
で
あ
る
。
も
ろ
に
は
「
脆
く
」
と
一
つ
で
、

上
方
の
ぼ
ろ
く
そ
・
ぼ
ろ
い
な
ど
言
ふ
語
と
密
接
な
関
係
が
あ
つ
た
の
で
あ

る
。
其
に
つ
い
て
思
ひ
起
す
の
は
、
友
人
永
瀬
七
三
郎
君
が
、
北
河
内
三サン
个

江エ
の
口クチ
（
野
崎
の
近
辺
）
に
住
ん
だ
頃
、
こ
も
ろ
い
と
言
ふ
形
容
詞
を
よ
く

耳
に
し
た
。
だ
か
ら
、
大
阪
の
ぼ
ろ
い
は
こ
も
ろ
い
と
一
つ
で
、
脆
い
と
言

ふ
語
が
語
原
で
あ
ら
う
、
と
言
う
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
ぼ
ろ
い
と
言
ふ
の

は
「
手
も
な
く
う
ま
い
事
を
し
た
」
場
合
な
ど
に
言
ふ
語
で
、
過
大
な
好
結

果
を
示
す
の
で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
さ
の
み
の
苦
労
を
せ
ず
に
、
思
ひ

が
け
ぬ
利
益
を
得
る
こ
と
を
い
ふ
。
今
日
の
言
語
情
調
か
ら
す
れ
ば
、
ぼ
る

（
貪
）
と
言
ふ
語
と
親
類
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
、
や

は
り
別
で
あ
ら
う
。
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其
は
、
ぼ
ろ
く
そ
と
言
ふ
語
が
、
同
時
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
を
、
参
考
し
て

見
て
も
知
れ
る
。
ぼ
ろ
く
そ
は
「
苦
労
な
く
は
か
ど
る
」
或
は
「
努
力
せ
ず

し
て
思
ひ
の
外
に
速
か
に
願
ふ
結
果
を
獲
る
」
意
で
あ
る
。
当
方
で
な
く
、

対
象
が
脆
く
自
分
の
思
ふ
ま
ゝ
に
な
る
、
と
言
ふ
の
が
本
義
な
の
で
、
貪ボ
る

が
語
原
と
す
れ
ば
、
ぼ
ろ
い
の
意
は
訣
つ
て
も
、
ぼ
ろ
く
そ
は
解
釈
が
つ
か

ぬ
の
で
あ
る
。
ぼ
ろ
い
　
　
こ
も
ろ
い
　
　
も
ろ
に
と
並
べ
て
見
れ
ば
、
今

も
東
京
に
行
は
れ
て
ゐ
る
も
ろ
に
と
い
ふ
語
の
原
義
は
、
ほ
ゞ
辿
ら
れ
る
様

で
あ
る
。

○
へ
そ
く
り
・
し
が
い
せ
ん
　
雑
誌
郷
土
研
究
時
代
で
は
、
随
分
へ
そ
く
り

・
し
が
い
せ
ん
な
ど
が
、
問
題
に
な
つ
た
。
わ
た
し
は
、
へ
そ
く
り
は
綜ヘ
麻ソ

繰ク
り
で
、
家
族
の
私
有
の
利
得
は
、
其
辺
か
ら
得
た
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
の
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で
、
し
が
い
せ
ん
も
、
し
ん
が
い
・
し
が
い
な
ど
言
ふ
、
糸
鞋
を
作
つ
て
、

め
い
〳
〵
の
小
遣
ひ
銭
を
作
つ
た
為
と
考
へ
る
。
ま
つ
ぼ
り
な
ど
も
、
か
う

い
ふ
方
面
か
ら
、
探
り
を
入
れ
て
行
く
べ
き
だ
ら
う
と
思
ふ
。

○
が
し
ん
　
岡
山
辺
で
は
、
飢
饉
年
を
が
し
ん
と
言
ひ
、
京
阪
で
は
い
く
ぢ

な
し
を
が
し
ん
と
い
ふ
。
私
の
様
に
弱
か
つ
た
子
供
は
「
が
し
ん
や
な
」

「
が
し
ん
た
れ
」
な
ど
言
ふ
語
で
、
批
評
せ
ら
れ
通
し
で
あ
つ
た
。
処
が
、

狂
言
記
に
二
个
処
ほ
ど
（
一
个
処
は
餌
さ
し
十
王
）
が
し
ん
を
見
た
。
其
用

語
例
は
、
岡
山
の
凶
年
と
ま
で
は
行
か
ず
と
も
、
不
景
気
の
意
で
あ
つ
た
。

さ
う
す
る
と
餓
死
な
ど
言
ふ
宛
て
字
が
、
相
当
の
値
う
ち
を
持
つ
て
来
る
様

に
思
は
れ
る
。

○
て
ん
ご
お
・
て
ん
ご
・
て
ご
　
浄
瑠
璃
に
屡
し
ば
し
ば見
る
て
ん
ご
お
と
言
ふ
語
は
、
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今
も
京
阪
に
生
き
て
ゐ
る
。
多
く
の
場
合
、
て
ん
ご
・
て
ご
な
ど
短
く
つ
め

ら
れ
る
を
常
と
す
る
。
戯
れ
・
い
た
づ
ら
、
ま
じ
め
な
態
度
を
欠
い
た
総
て

の
動
作
を
表
す
語
で
あ
る
。
転
業
・
手
業
な
ど
言
ふ
節
用
集
流
の
宛
て
字
は
、

お
も
し
ろ
く
な
い
。
同
じ
系
統
の
語
ら
し
い
も
の
に
、
口
ご
は
い
と
言
ふ
語

が
あ
る
。
思
ふ
存
分
人
に
あ
ら
が
ひ
、
罵
倒
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
て
ん
ご

お
ほ
ど
に
は
、
書
物
の
上
に
残
さ
れ
ず
に
、
も
う
亡
び
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
此

語
は
、
馬
な
ど
に
も
言
ふ 
口  
強 
ク
チ
ゴ
ハ

と
言
ふ
語
の
、
謂
は
ゞ
、
連
体
法
の
く
ち

ご
は
い
が
、
く
ち
ご
は
い
事
な
ど
言
ふ
接
続
を
忘
れ
て
、
な
（
＜
な
る
）
を

落
す
上
方
修
飾
語
の
常
習
と
誤
認
し
て
、
名
詞
と
思
う
た
の
で
あ
る
。
「
親

に
向
う
て
口
ご
お
は
い
。
罰
が
あ
た
る
ぞ
」
或
は
「
口
ご
お
は
い
な
わ
ん
ぱ

く
坊
主
」
な
ど
使
ふ
。
即
ご
が
重
母
音
に
な
つ
た
の
だ
。
扨
、
か
の
て
ん
ご
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お
も
や
は
り
、
此
と
同
じ
く
、
手
強
テ
ゴ
ハ
の
義
で
手
強ゴハ
う
す
る
＞
て
ご
わ
う
す
る

＞
て
ご
お
（
す
る
）
＞
て
ご
お
＞
て
ん
ご
お
、
と
言
ふ
風
に
、
名
詞
化
し
て

来
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
京
阪
の
が
行
音
は
、
勿
論
、
鼻
音
で
あ
る
か

ら
、
て
ご
お
に
な
る
迄
の
間
に
、
既
に
、
撥
音
ん
の
わ
り
こ
み
の
あ
つ
た
こ

と
ゝ
思
は
れ
る
。

○
晩
と
夜
　
晩
と
夜
と
は
、
今
で
は
多
く
の
地
方
皆
、
お
な
じ
事
に
考
へ
て

ゐ
る
様
で
あ
る
。
狂
言
記
あ
た
り
に
見
え
る
「
晩
ず
る
」
と
い
ふ
動
詞
は

「
夜
に
な
る
」
の
意
と
し
か
解
か
れ
て
ゐ
ぬ
が
「
昏クラ
く
な
る
」
位
の
意
で
あ

ら
う
。
家
忠
日
記
天
正
十
八
年
二
月
二
十
二
日
の
条
に
「
伊
可
御
茶
屋
之
普

請
は
、
晩
よ
り
夜
ま
で
雨
ふ
り
か
み
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
た
そ
が
れ
・
夕

景
な
ど
の
意
で
あ
ら
う
。
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○
よ
さ
も
と
　
紀
伊
北
牟
婁
郡
長
島
辺
を
歩
い
て
ゐ
た
頃
に
、
行
き
逢
う
た

人
の
話
で
は
、
午
後
を
よ
さ
も
と
と
言
ふ
由
。
八
つ
下
り
な
ど
の
意
で
あ
ら

う
か
。
右
の
地
方
の
方
の
教
示
を
乞
ふ
。
尚
午
前
・
正
午
・
午
後
・
夕
・
夜

な
ど
を
表
す
方
言
を
蒐
め
た
い
。

○
つ
ろ
く
　
東
京
・
大
阪
の
間
を
往
来
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
東
京
と
大
阪

と
で
は
、
す
つ
か
り
語
が
違
つ
て
ゐ
よ
う
、
と
考
へ
て
ゐ
た
漠
然
た
る
予
期

が
、
思
ひ
が
け
な
い
語
に
会
う
て
、
其
が
外
れ
て
行
く
の
に
、
驚
く
こ
と
が

度
々
で
す
。
無
機
的
な
名
詞
の
同
・
不
同
に
就
て
は
、
さ
の
み
意
も
牽
か
れ

ぬ
が
、
動
詞
・
副
詞
の
同
じ
も
の
ゝ
多
い
の
に
は
、
全
く
驚
き
ま
す
。
相
応

・
つ
り
あ
ひ
・
適
当
な
ど
の
意
の
つ
ろ
く
と
い
ふ
語
、
此
も
「
身
代
に
つ
ろ

く
せ
ぬ
お
ご
り
」
或
は
「
か
ら
だ
に
つ
ろ
く
し
た
着
物
」
な
ど
言
ひ
ま
す
。
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又
、
前
の
ぼ
ろ
い
も
、
実
は
東
京
に
も
、
下
町
辺
の
語
の
荒
い
人
々
の
間
に

は
行
は
れ
て
ゐ
ま
す
。

○
よ
ど
・
い
た
じ
き
ば
ら
ひ
　
日
向
児
湯
郡
三ミ
納
辺
で
宵
祭
ヨ
ミ
ヤ
を
よ
ど
、
祭
り

の
翌
日
を
、
い
た
じ
き
ば
ら
ひ
と
言
ふ
。
前
の
を
け
あ
ら
ひ
と
、
成
り
立
ち

が
似
て
ゐ
る
。

○
ぜ
ん
じ
や
く
　
に
　
お
う
・
れ
ん
じ
や
く
　
に
　
お
う
・
ぢ
ぞ
お
　
の
　

か
ん
け
・
か
た
く
ま
・
ち
ゝ
く
ま
　
負
ひ
方
擁
き
方
の
名
を
蒐
め
た
い
。
大

阪
辺
で
は
、
子
供
を
脊
負
ひ
帯
で
負
ふ
の
を
ぜ
ん
じ
や
く
に
お
う
と
言
ふ
。

た
ま
に
は
れ
ん
じ
や
く
と
言
ふ
人
も
あ
る
か
ら
、
連
尺
に
見
立
て
た
の
だ
、

と
言
ふ
こ
と
は
疑
ひ
も
な
い
。
但
此
場
合
、
胸
の
方
は
や
は
り
、
帯
が
十
文

字
に
交
叉
し
て
ゐ
る
。
後
向
け
に
負
う
て
、
脊
と
脊
と
の
合
う
て
ゐ
る
の
を
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ぢ
ぞ
お
の
か
ん
け
（
け
、
清
音
）
と
言
ふ
。
地
蔵
の
勧
化
な
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
「
地
蔵
の
か
ん
け
（
く
わ
ん
と
は
言
は
ぬ
）
」
と
節
を
つ
け
て
、

子
ど
も
ど
う
し
負
う
て
、
遊
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。
肩
車
を
か
た
く
ま

と
言
ふ
事
は
、
手
習
鑑
以
来
変
ら
ぬ
が
、
多
く
は
ち
ゝ
く
ま
と
言
ふ
。

○
た
し
む
・
た
し
な
む
　
た
し
む
と
た
し
な
む
と
は
、
如
何
に
も
関
係
の
深

か
り
さ
う
な
語
で
あ
る
。
蕪
村
の
「
蓼
の
穂
を
ま
壺
に
蔵
す
法
師
か
な
」
が
、

一
書
に
は
、
た
し
む
と
な
つ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
夜
半
翁
も
必
、
た
し
む
と

蔵
す
と
の
間
に
、
関
係
あ
る
事
を
認
め
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
紀
州
日
高
で

は
、
物
を
貯
へ
た
り
、
用
意
し
た
り
、
一
部
分
残
し
て
お
く
と
言
ふ
風
な
用

語
例
に
、
た
し
な
む
を
使
う
て
ゐ
る
。
女
の
た
し
な
み
な
ど
言
ふ
の
は
、
用

意
・
心
掛
け
な
ど
言
ふ
意
が
、
姿
・
形
の
上
に
も
転
用
せ
ら
れ
た
の
で
「
芸
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事
に
つ
い
て
、
何
の
た
し
な
み
が
あ
る
」
な
ど
言
ふ
事
も
あ
る
。
思
ふ
に

「
嗜
」
と
言
ふ
字
に
く
つ
ゝ
い
て
残
つ
て
ゐ
る
、
た
し
む
と
言
ふ
語
の
意
味

は
、
酒
呑
み
が
塩
辛
で
も
舐
め
る
様
に
、
ち
び
〳
〵
玩
味
す
る
こ
と
を
言
ふ

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
た
し
と
言
ふ
語
根
は
、
な
と
言
ふ
体
言
副
詞
語
尾
の

有
無
に
係
ら
ず
、
動
詞
語
尾
む
に
続
い
た
の
で
、
た
し
む
・
た
し
な
む
同
じ

語
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
此
語
根
た
し
は
可
な
り
古
い
も
の
で
「
確タシ
か
」

系
統
の
た
し
と
は
、
別
に
展
び
て
来
た
も
の
ら
し
い
。
今
も
、
京
阪
に
も
東

京
に
も
言
ふ
、
少
量
で
、
使
ふ
に
も
気
の
へ
る
様
な
程
度
な
の
を
、
た
し
な

い
と
言
ふ
の
は
「
足
し
な
い
」
で
は
な
く
て
、
物
惜
し
み
す
る
意
の
た
し
の

古
意
を
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
尚
人
を
た
し
な
め
る
な
ど
言
ふ
場
合

は
、
心
掛
け
足
ら
ぬ
を
叱
つ
て
、
注
意
を
喚
び
起
す
意
と
も
思
は
れ
る
が
、
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ど
う
や
ら
、
は
し
た
な
む
の
略
転
ら
し
く
考
へ
ら
れ
る
。

○
お
い
に
よ
　
大
阪
で
は
、
夫
よ
り
妻
が
年
が
さ
な
場
合
に
、
其
の
妻
を
お

い
に
よ
と
言
ふ
。
又
さ
う
し
た
夫
婦
関
係
を
も
言
ふ
様
で
「
向ムコ
の
う
ち
は
　

　
や
」
な
ど
ゝ
も
使
ひ
ま
す
。
お
い
に
よ
お
ぼ
お
（
老
い
女
房
）
の
略
語
な

る
事
は
勿
論
で
す
。
お
い
（
連
用
）
お
ゝ
（
終
止
）
の
二
つ
の
活
用
は
見
ら

れ
ま
す
。
連
用
は
て
に
接
し
て
、
お
ゝ
て
・
お
ゝ
た
な
ど
ゝ
な
り
ま
す
。
お

い
・
お
ゝ
は
勿
論
老
ゆ
な
の
で
す
が
、
単
に
老
年
を
現
す
こ
と
は
な
く
、
齢

を
比
較
し
て
、
誰
は
誰
よ
り
も
お
ゝ
て
る
と
言
ふ
の
が
、
此
語
の
普
通
の
用

例
で
す
。
又
、
さ
う
言
ふ
夫
婦
を
、
嘲
笑
の
気
味
合
ひ
で
、
だ
ん
じ
り
と
呼

ん
で
ゐ
ま
す
。
あ
の
地
で
は
、 

地  

車 

ダ
ン
ジ
リ

を
囃
す
の
に
「
お
ゝ
た
〳
〵
」
と
言

ふ
語
で
、
煽
り
立
て
ゝ
、
地
車
を
進
め
る
の
で
す
。
「
追
へ
〳
〵
」
「
追
う
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た
り
〳
〵
」
な
ど
ゝ
同
じ
用
語
例
で
す
。
だ
か
ら
、
お
ゝ
た
（
老
う
て
る
）

と
言
ふ
か
ら
、
だ
ん
じ
り
を
聯
想
し
た
の
で
す
。
此
語
は
、
二
つ
と
も
に
、

四
十
以
上
の
人
の
外
に
は
使
ひ
ま
せ
ん
。

○
も
ろ
に
　
も
ろ
に
と
言
ふ
語
、
前
に
あ
ゝ
は
言
う
た
も
の
ゝ
、
尚
、
不
安

な
処
が
あ
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
人
に
問
う
て
見
た
。
清
水
組
に
ゐ
る
鈴
木
は
、

や
は
り
「
諸モロ
に
」
の
義
で
、
全
体
の
意
と
し
、
そ
の
使
う
て
ゐ
る
為
事
為

シ
ゴ
ト
シ

が
、

最
近
に
「
足
場
が
も
ろ
に
倒
れ
る
と
い
か
ぬ
」
と
言
う
た
と
教
へ
て
く
れ
、

村
田
春
雄
君
は
「
電
柱
が
も
ろ
に
倒
れ
て
来
た
」
と
の
例
を
寄
せ
ら
れ
た
。

山
中
共
古
先
生
の
御
相
談
願
ふ
と
、
鈴
木
と
同
じ
く
「
諸
・
両
」
説
で
、
恐

ら
く
、
大
工
仲
間
の
術
語
だ
ら
う
と
言
は
れ
た
。
此
頃
の
色
物
席
は
恐
ろ
し

く
不
純
で
、
お
上
品
に
な
つ
た
為
に
、
自
在
な
東
京
下
流
の
対
話
は
、
講
釈
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場
で
な
く
て
は
聞
け
ぬ
様
に
な
つ
た
。
わ
た
し
は
、
四
五
日
方
々
の
席
に
出

か
け
て
、
下
の
用
例
を
筆
記
し
て
来
た
。

　
　
な
に
し
ろ
千
鈞
の
鼎
を
も
ろ
に
挙サ
さ
う
と
言
ふ
力
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
。

　
　
（
三
国
志
、
宝
井
馬
琴
）

　
　
為シ
懸カ
け
て
あ
つ
た
崖
だ
か
ら
、
孔
明
の
合
図
と
共
に
、
も
ろ
に
こ
い
つ

　
　
が
畳
め
る
と
、
魏
の
総
勢
が
谷
間
へ
落
ち
こ
ん
だ
。
（
同
じ
く
）

　
　
砂
袋
切
つ
て
落
す
と
、
恐
し
い
勢
で
、
城
の
裏
山
か
ら
城
を
目
が
け
て
、

　
　
も
ろ
に
水
が
流
れ
こ
む
。
（
同
じ
く
）

　
　
片
岡
は
御
家
人

ゴ
ケ
ニ
ン

だ
。
穢
れ
役
人
に
、
調
べ
を
受
け
る
筋
は
ね
え
、
と
ぐ

　
　
つ
と
裾
を
捲
つ
て
、
褌
を
も
ろ
に
出
し
て
、
坐
り
こ
ん
だ
。
（
河
内
山
、

　
　
神
田
伯
治
）
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ぶ
つ
倒
れ
た
奴
の
頭
を
、
左
手
を
伸
し
て
、
も
ろ
に
つ
か
ん
だ
。
（
清

　
　
水
次
郎
長
、
神
田
伯
山
）

　
　
杉
の
市
が
杖
で
も
つ
て
、
川
の
水
を
払
つ
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
近
江

　
　
屋
勘
次
、
頭
か
ら
も
ろ
に
水
を
浴
せ
ら
れ
た
。
（
藪
原
検
校
、
小
金
井

　
　
蘆
州
）

一
・
二
の
例
は
、
脆
系
統
の
軽
々
と
・
た
や
す
く
と
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

三
・
四
・
五
は
、
無
雑
作
と
広
義
に
拡
充
さ
せ
て
見
る
と
、
ど
う
か
か
う
か
、

説
明
は
つ
く
や
う
で
あ
る
。
村
田
君
の
場
合
も
ま
づ
、
訣
り
は
す
る
が
、
尚
、

不
安
心
で
あ
る
。
其
で
、
今モ
一
度
「
両
・
諸
」
の
方
か
ら
探
り
を
入
れ
て
見

る
。
全
体
・
す
つ
か
り
と
拡
げ
て
見
る
と
、
一
層
訣
り
易
い
事
は
事
実
で
あ

る
。
「
電
柱
が
も
ろ
に
倒
れ
た
」
な
ど
も
「
根
柢
か
ら
」
と
言
ふ
考
へ
を
下
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に
持
つ
た
、
全
体
・
す
つ
か
り
と
、
説
け
ば
よ
い
様
だ
。
併
し
、
現
在
の
用

語
例
は
、
全
体
・
す
つ
か
り
に
あ
る
と
し
て
も
、
勢
籠
つ
た
・
鋭
い
・
す
ば

や
い
な
ど
の
言
語
情
調
を
度
外
し
て
は
な
ら
ぬ
様
で
あ
る
。
今
日
の
用
語
例

は
、
語
原
的
に
言
ふ
と
、
確
か
に
「
両モロ
に
」
で
、
相
撲
な
ど
の
術
語
か
ら
出

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
さ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
近
世
的
の
語
と
し
て
「
両
モ
ロ

に
」
な
ど
言
ふ
語
の
発
生
は
疑
は
し
い
。
此
処
に
尚
、
聊
か
「
脆モロ
に
」
語
原

の
可
能
が
許
さ
れ
さ
う
に
思
ふ
。
さ
う
と
す
れ
ば
、
全
体
・
す
つ
か
り
・
根

柢
か
ら
な
ど
言
ふ
用
語
例
は
、
聯
想
か
ら
「
両モロ
」
に
結
び
つ
く
為
に
出
来
た

も
の
、
と
説
明
す
べ
き
で
あ
る
や
う
だ
。
尚
、
序
に
注
意
す
べ
き
は
、
江
戸

語
で
は
副
詞
の
語
根
を
強
く
す
る
為
に
、
三
音
・
四
音
に
な
る
の
を
避
け
よ

う
と
し
て
ゐ
る
傾
き
が
見
え
る
。
「
右
の
腕
が
ぶ
ら
に
な
つ
た
」
「
ぽ
か
と
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ぶ
つ
」
「
仰
（
あ
お
）
に
倒
れ
た
」
な
ど
言
ふ
類
で
、
も
ろ
に
が
、
脆
く
も

に
、
一
縷
の
関
係
を
繋
い
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

○
女
の
家
　
節
供
セ
ツ
ク
は
和
漢
土
俗
習
合
し
て
出
来
た
も
の
と
考
へ
る
。
そ
し
て

季
節
の
替
り
目
を
恐
れ
る
風
、
及
び
祭
り
・
物
忌
み
に
、
男
は
皆
宮
社
に
籠

り
、
女
ば
か
り
が
家
に
ゐ
て
謹
ん
で
籠
つ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
此
は

古
い
こ
と
だ
が
、
万
葉
集
巻
十
四
に
、

　
　
誰
ぞ
。
此
家
の
戸ト
押オソ
ぶ
る
。 

新  

嘗 

ニ
フ
ナ
ミ

に
我
が
夫セ
を
や
り
て
、
斎イハ
ふ
此
戸

　
　
を

　
　 

鳰  

鳥 

ニ
ホ
ド
リ

の
葛
飾
早
稲

カ
ツ
シ
カ
ワ
セ
を
新ニ
嘗ヘ
す
と
も
、
そ
の
愛カナ
し
き
を
、
外
に
立
て
め

　
　
や
も

と
あ
る
。
近
世
ま
で
、
か
う
い
ふ
風
に
男
女
別
居
し
て
、
物
忌
み
す
る
風
は
、
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必
、
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
西
宮
の
居
籠
ヰ
ゴ
モ
り
な
ど
も
、
宮
籠
り
に
対
し
た
語
で
、

祭
り
に
宮
に
籠
つ
た
風
の
な
ご
り
を
逆
に
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

恐
ろ
し
い
季
節
の
替
り
目
を
別
つ
節
供
の
日
に
、
男
が
宮
籠
り
、
女
の
居
籠

る
こ
と
が
あ
つ
た
の
で
、
五
月
五
日
を
女
の
家
（
女
殺
油
地
獄
）
と
言
ふ
様

な
　
　
男
だ
け
の
祭
り
故
　
　
諺
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
尤
、
近
松
の
頃
に

は
、
此
語
の
意
味
は
訣
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

○
お
と
ご
ぜ
　
伝
教
大
師
・
性
空
上
人
・
皇
慶
律
師
な
ど
に
使
は
れ
た
、
乙オ

  

護 

法 

ト
ゴ
ホ
フ

と
い
ふ
護
法
童
子
は
、
恐
ら
く
別
々
の
者
で
な
く
、
術
者
の
手
に
転

々
し
て
役
せ
ら
れ
て
居
た
者
、
と
考
へ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
頗

長
命
な
役
霊
（
す
ぴ
り
つ
と
）
で
あ
る
。
此
護
法
の
名
が
、
民
間
に
遍
満
し

て
、
一
種
滑
稽
な
顔
を
し
た
、
ぱ
つ
く
風
の
小
魔
と
考
へ
ら
れ
、
乙
護
々
々
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と
略
称
さ
れ
た
の
が
、
乙
御
と
言
ふ
風
の
民
間
語
原
説
か
ら
、
乙
御
前

オ
ト
ゴ
ゼ

と
還

元
す
る
様
に
な
つ
て
、
一
種
の
妖
怪
と
考
へ
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

○
髪
形
と
子
ど
も
　
子
ど
も
を
、
髪
の
形
で
類
別
す
る
こ
と
、
古
代
・
近
代

一
列
で
あ
る
。
う
な
ゐ
・
め
ざ
し
・
を
は
な
り
・
ひ
さ
ご
ば
な
・
か
ぶ
ろ
は
、

あ
ま
り
に
古
い
名
で
あ
る
。
わ
ら
は
な
ど
も
、
と
り
上
げ
ず
に
、
乱
れ
た
い

儘
に
、
短
く
は
ら
ゝ
か
し
た
髪
で
あ
る
事
は
、
わ
ら
ゝ
ば
・
は
ら
ゝ
な
ど
い

ふ
、
Ｈ
音
・
Ｖ
音
の
音
価
動
揺
時
代
を
知
つ
た
人
に
は
訣
り
き
つ
た
、
所
謂

ば
ら
け
髪
で
あ
る
。
大
童
な
ど
い
ふ
語
も
、
子
ど
も
の
髪
に
見
立
て
た
の
で

な
く
、
わ
ら
は
其
者
が
、
ば
ら
け
髪
を
言
う
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
河
童
の

事
を 

河  

郎 

カ
ハ
ラ
ウ

・
か
つ
ぱ
と
言
ふ
の
が
、
河
わ
ら
は
・
河
わ
つ
ぱ
か
ら
来
た
の

だ
、
と
言
ふ
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。
だ
か
ら
、
河
郎
・
か
つ
ぱ
が
、
絵
に
あ
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る
形
の
頭
を
し
た
者
に
定
つ
た
事
は
、
極ゴク
の
近
代
で
な
い
と
知
れ
る
。
唯
、

あ
ん
な
小
さ
な
形
に
し
た
の
は
、
例
の
民
間
語
原
と
言
う
て
よ
か
ら
う
。
山

わ
ろ
な
ど
は
、
爺
さ
ん
の
様
に
考
へ
て
ゐ
た
者
も
、
多
い
で
は
な
い
か
。
此

場
合
も
、
尠
く
と
も
、
山
住
み
の
気
安
さ
に
、
髪
を
ふ
り
乱
し
て
ゐ
た
の
を

斥
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
が
つ
そ
（
＜
か
ふ
そ
）
が
川
獺
か
ら
出
た
物
で
、

河
童
と
一
類
に
考
へ
ら
れ
た
事
も
、
明
ら
か
で
（
山
島
民
譚
集
）
あ
る
。
大

阪
で
は
、
四
五
十
か
ら
の
上
の
人
は
、
昔
の
医
者
・
修
験
な
ど
の
頭
の
、
所

謂
総
髪
を
が
つ
そ
と
い
ひ
、
其
に
似
て
、
子
ど
も
の
四
方
へ
髪
を
垂
れ
た
頭

を
も
、
が
つ
そ
と
言
ふ
。
其
脳
天
を
小
さ
く
円
く
剃
つ
た
の
が
、
け
し
こ
・

け
し
房
主
で
あ
る
。
東
京
の
子
ど
も
の
、
お
か
つ
ぱ
さ
ん
と
が
つ
そ
と
が
、

お
な
じ
も
の
で
、
名
も
関
係
深
い
の
は
お
も
し
ろ
い
。
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○
さ
る
ぼ
　
虹
が
、
雉
の
尾
の
様
に
見
え
た
事
は
、
推
古
紀
か
に
あ
つ
た
と

思
ふ
が
、
か
の
天
象
を
、
動
物
の
尾
に
譬
へ
る
事
は
、
外
に
も
あ
る
様
で
あ

る
。
大
和
北
葛
城
郡
志シ
都ツ
美ミ
村
辺
で
、
虹
の
片
脚
の
僅
か
に
立
つ
て
ゐ
た
の

を
見
て
、
七
十
歳
の
老
婆
が
、
さ
る
ぼ
と
い
ふ
名
を
教
へ
て
く
れ
た
。
ぼ
は

 V
O

 

の
発
音
で
、
大
和
人
は
、
を
を
正
し
く W

O
 

と
は
言
へ
ぬ
の
で
あ
る
。

即
、
猿
尾
の
義
か
と
思
ふ
。

○
あ
お
ち
貧
乏
　
稼
い
で
も
〳
〵
世
帯
の
よ
く
な
ら
ぬ
の
を
、
大
阪
で
は
、

あ
お
ち
貧
乏
と
言
ふ
。
あ
お
つ
は
煽
つ
で
あ
る
。
戸
が
風
に
あ
ふ
ら
れ
る
事

に
も
言
へ
ば
、
団
扇
で
音
た
て
ゝ
扇
ぐ
場
合
に
も
使
ふ
。
思
ふ
に
、
ば
た
〳

〵
と
立
ち
働
い
て
、
ぢ
つ
と
し
て
居
る
間
も
な
い
の
に
、
而
も
貧
乏
す
る
と

言
ふ
意
味
の
考
へ
落
ち
だ
ら
う
。
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○
祭
り
の
日
　
徳
島
市
中
で
は
、
本
祭
り
を
ほ
ん
ま
、
其
前
日
が
よ
み
や
、

祭
り
の
翌
日
が
し
よ
お
じ
り
で
あ
る
。
し
よ
お
じ
り
の
日
は
、
午
後
か
ら
お

宮
が
賑
ふ
。
尚
、
三
月
節
供
翌
日
を
、
や
は
り
、
し
か
の
あ
く
に
ち
と
い
ふ
。

○
れ
　

 

ん
ぞ
・
れ
　

 
ん
ど
　
此
語
は
、
大
和
国
中
に
限
る
様
で
あ
る
上
に
、
殊
に

北
南
葛
城
郡
が
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
処
を
見
る
と
、
其
処
に
、
起
原
が
あ
る

と
仮
定
し
て
も
、
よ
い
様
だ
。
此
で
思
ひ
当
る
の
は
、
当
麻
寺
の 

練 

供 

養 

ネ
リ
ク
ヤ
ウ

で
あ
る
。
此
は
、
頗
名
高
い
法
会
で
、
大
和
歳
事
記
を
拵
へ
れ
ば
、
春
の
部

の
王
様
と
も
言
ふ
べ
き
行
事
ゆ
ゑ
、
此
地
方
の
人
に
は
、
祭
り
と
も
、
休
日

と
も
言
ふ
風
の
聯
想
が
起
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く 

練  

道 

レ
ン
ダ
ウ

供
養
の
れ
ん

ど
お
が
、
れ
ん
ど
＞
れ
ん
ぞ
と
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
練
道
と
言
ふ
語
は
、

行
道
な
ど
言
ふ
語
が
あ
る
か
ら
、
言
は
な
い
と
は
思
は
れ
ぬ
。
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和5
）
年6

月20

日

初
出
：
「
土
俗
と
伝
説
　
第
一
巻
第
一
―
三
号
」

　
　
　1918

（
大
正7

）
年8
〜9
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
七
年
八
―
十
月
「
土
俗
と
伝

説
」
第
一
巻
第
一
―
三
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007
年4

月8

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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