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我
国
の
歴
史
は
、
や
が
て
三
千
年
に
亘
ら
う
と
し
て
居
る
。
其
間
に
起
つ
た

数
多
く
の
文
学
が
、
今
日
の
我
々
に
も
、
大
体
は
訣
る
と
い
ふ
こ
と
、
殊
に

奈
良
朝
以
前
の
文
学
な
ど
が
訣
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
ら

う
か
と
、
さ
う
い
ふ
懐
疑
の
念
を
、
恐
ら
く
、
多
く
の
人
々
は
持
た
れ
た
事

が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
奈
良
朝
以
前
の
も
の
が
、
之
だ
け
時
代
を
経
た
今
日

の
我
々
に
、
と
に
か
く
に
大
体
に
於
い
て
で
も
訣
る
と
い
ふ
事
は
不
思
議
だ

け
れ
ど
も
、
事
実
訣
る
の
で
あ
る
。
此
事
実
に
対
し
て
、
若
し
も
根
本
か
ら

疑
う
て
か
ゝ
る
な
ら
ば
、
現
存
の
文
献
が
、
実
は
そ
ん
な
に
古
く
は
無
い
も
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の
だ
と
考
へ
な
け
れ
ば
、
解
決
が
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
る
。
併
し
、
事
実
に
於

い
て
、
奈
良
朝
に
、
乃
至
そ
れ
以
前
に
、
文
献
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

此
事
実
の
上
に
疑
ひ
を
置
い
て
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
疑
ひ
の
方
が

怪
し
く
な
つ
て
了
ふ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
何
故
、
そ
れ
が
今
日
の
我
々
に
訣
る

か
。
言
語
学
を
少
し
で
も
、
修
め
た
者
で
あ
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
現
象
の
あ
り

得
べ
き
で
な
い
事
を
信
ず
る
で
あ
ら
う
が
、
訣
る
こ
と
も
確
か
に
事
実
な
の

だ
。
此
事
実
は
如
何
に
解
決
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
日
本
は
言
霊
の
幸
ふ
国

だ
か
ら
訣
る
の
だ
、
と
い
ふ
様
な
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
は
言
つ
て
ゐ
ら
れ

な
い
。

も
つ
と
、
之
を
狭
く
考
へ
て
み
て
、
古
代
奈
良
朝
以
前
の
書
物
に
限
つ
て
言

へ
ば
、
譬
へ
ば
、
記
紀
な
ど
の
成
立
年
代
に
就
い
て
は
、
誰
に
で
も
漠
然
と
、
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奈
良
朝
に
出
来
た
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
易
い
。
併
し
同
時
に
、
た
と
へ
書
か

れ
た
の
は
奈
良
朝
で
あ
つ
て
も
、
其
内
容
を
成
し
て
ゐ
る
も
の
は
奈
良
朝
の

事
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
学
者
で
な
く
と
も
大
抵
は
訣
つ
て
居
る
。
其
文

章
で
す
ら
も
、
奈
良
朝
に
な
つ
て
始
め
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
と
い
ふ
部

分
の
あ
る
こ
と
が
訣
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
で
も
、
奈
良
朝
に
成
立
し
た
も

の
で
は
あ
つ
て
も
、
作
品
は
必
ず
し
も
奈
良
朝
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
の
も
の
を
伝
承
し
て
来
て
ゐ
る
作
品
が
多
い
。
之
は
単
に
伝
承
に

す
ぎ
ぬ
と
し
て
も
、
記
紀
の
文
章
の
中
に
だ
け
は
、
一
部
分
は
確
か
に
、
奈

良
朝
に
書
か
れ
た
の
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
文
章
全
体
の
構
造
は
、
勿
論
、

奈
良
朝
の
も
の
で
は
あ
つ
て
も
、
其
中
へ
部
分
的
に
、
象
嵌
の
様
に
、
其
以

前
の
文
章
の
入
つ
て
ゐ
る
も
の
が
、
か
な
り
、
あ
る
や
う
だ
。
紀
の
一
書
曰
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と
い
ふ
も
の
ゝ
、
或
部
分
は
、
確
か
に
、
書
い
た
物
か
ら
抜
き
書
し
て
ゐ
る

事
が
訣
る
が
、
更
に
、
も
う
少
し
違
つ
た
状
態
で
古
い
文
章
の
入
つ
て
ゐ
る

事
の
訣
る
の
は
、
紀
の
古
註
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
之
が
か
な
り
多
い
。
之

を
中
心
と
し
て
み
る
と
、
其
辺
り
へ
又
、
古
い
文
章
が
集
つ
て
ゐ
る
様
に
思

へ
る
。
記
は
或
点
は
漢
文
、
或
点
は
和
文
、
又
或
点
は
国
文
脈
に
漢
字
を
宛

て
た
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
所
も
あ
り
、
さ
う
い
ふ
部
分
を
見
て
ゆ
く
と
、
歌
謡

以
外
の
散
文
の
中
に
も
、
日
本
人
純
粋
の
古
い
文
章
が
入
つ
て
ゐ
る
。
出
来

る
だ
け
後
の
万
葉
仮
名
式
の
も
の
で
書
い
て
ゐ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
和
臭
の

豊
か
な
漢
文
で
書
い
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
、
記
紀
は
出
来
る
だ
け
漢
文
訓
み
で
通
ら
う
と
す
れ
ば
通
れ
る
け
れ

ど
も
、
最
後
に
は
、
さ
う
言
つ
た
和
文
臭
の
所
が
あ
つ
て
、
譬
へ
ば
天
地
初
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発
之
時
を
「
あ
め
つ
ち
の
初
め
の
時
」
と
訓
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
癖
が
出
来

て
く
る
の
で
あ
る
。
天
地
初
発
を
、
必
ず
「 

天  

地 

ア
メ
ツ
チ

の
は
じ
め
」
と
訓
ま
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
無
い
の
だ
が
、
他
の
部
分
々
々
に
、
さ
う
い
ふ
日
本
風

に
訓
ま
な
け
れ
ば
訓
ま
れ
ぬ
所
が
入
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
さ
う

訓
ん
で
来
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
之
が
所
謂
、
紀
の
日
本
訓
み
で
あ
る
。

之
に
導
か
れ
て
、
古
事
記
で
も
日
本
訓
み
が
行
は
れ
て
来
る
。
日
本
紀
の
時

に
は
、
ま
だ
不
自
然
な
訓
み
方
で
あ
つ
た
も
の
が
、
記
で
は
譬
へ
ば
、
古
訓

古
事
記
の
如
き
は
、
非
常
に
巧
に
訓
ん
で
居
る
。
古
訓
古
事
記
な
ど
は
、
今

の
我
々
か
ら
は
簡
単
に
考
へ
て
了
ふ
け
れ
ど
も
、
よ
く
味
は
つ
て
見
る
と
、

大
変
な
努
力
と
、
苦
労
を
重
ね
て
居
る
事
が
訣
る
と
思
ふ
。
も
ど
か
し
く
感

ず
る
程
、
日
本
風
に
訓
ん
で
ゐ
る
。
之
は
勿
論
、
出
来
る
だ
け
、
日
本
風
に
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訓
む
の
が
本
道
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
最
後
の
障
壁
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ

と
だ
け
は
、
宣
長
翁
も
考
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
記
の
中
に
は
、
も
う
一
つ
前

の
、
古
い
時
代
の
訓
み
方
が
入
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
考
へ
な
か
つ
た
の
で
、
あ

ん
な
訓
み
方
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
平
安
朝
と
共
通
し
た
文
章
も
あ

る
訣
だ
が
、
宣
長
翁
の
は
、
全
体
が
非
常
に
熟
達
し
た
平
安
朝
の
文
章
の
訓

み
に
な
り
過
ぎ
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の
む﹅
ー﹅
ど﹅
と
て﹅
ー﹅
ま﹅
の
上
に
立
つ
て
、
奈

良
朝
の
色
彩
を
取
込
ん
だ
訓
み
方
を
せ
ら
れ
た
の
だ
、
と
言
つ
て
も
い
ゝ
程
、

平
安
朝
風
の
表
現
法
が
あ
る
と
思
ふ
。
併
し
あ
れ
程
、
真
面
目
に
熱
心
に
訓

ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
我
々
は
、
其
後
を
少
し
許
り
づ
ゝ
修
正
し
て
ゆ
け
ば
、

奈
良
朝
の
古
事
記
の
訓
み
方
に
近
よ
つ
て
ゆ
け
る
と
思
ふ
。
と
に
か
く
、
宣

長
翁
の
訓
み
方
そ
の
ま
ゝ
で
は
、
奈
良
朝
の
文
脈
で
訓
ん
で
ゐ
る
事
に
は
な
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ら
ぬ
の
で
あ
る
。

記
紀
の
中
に
、
象
嵌
の
様
に
、
古
詞
章
が
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
、

何
を
意
味
す
る
か
。
結
論
だ
け
を
、
簡
単
に
出
す
と
、
即
ち
其
は
非
常
に
重

大
な
る
箇
所
で
あ
つ
て
、
其
を
失
つ
た
ら
、
神
乃
至
は
宮
廷
の
神
聖
に
対
し

て
、
申
訣
が
た
ゝ
ぬ
と
い
ふ
気
持
が
あ
つ
た
か
ら
の
事
で
あ
ら
う
。
こ
の
暗

黙
の
制
約
が
も
し
な
か
つ
た
ら
、
古
事
記
な
ど
は
、
も
つ
と
漢
文
流
に
ゆ
け

た
筈
で
あ
つ
た
。
一
体
、
昔
の
人
の
書
き
残
し
た
文
章
が
、
ど
う
し
て
後
世

の
人
た
ち
に
そ
の
ま
ゝ
訣
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
考
へ
て
見
る
べ
き
問
題
で

あ
る
。
記
紀
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
の
学
者
に
研
究
せ
ら
れ
て
後
、
始
め
て

訣
つ
て
来
た
の
で
は
な
い
。
特
に
日
本
紀
な
ど
は
、
恐
ら
く
、
其
編
纂
の
直
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後
か
ら
講
筵
が
始
つ
て
ゐ
る
（
紀
の
講
筵
は
平
安
朝
に
入
つ
て
か
ら
だ
と
い

ふ
説
も
あ
る
が
、
私
は
、
編
纂
後
、
間
も
な
く
始
ま
つ
て
居
る
と
思
ふ
）
。

以
来
、
度
々
、
其
時
代
々
々
の
博
士
た
ち
が
、
訣
る
様
な
程
度
に
訓
ん
で
ゐ

る
。
か
う
し
て
、
理
会
を
失
は
ぬ
歴
史
と
し
て
持
ち
伝
へ
た
の
で
あ
つ
て
、

古
事
記
の
方
で
は
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
と
文
献
の
上
に
現
は
れ
て
ゐ
な
い
と

い
ふ
だ
け
で
あ
る
。
源
氏
物
語
な
ど
に
し
て
も
、
今
日
尚
、
読
ん
で
訣
る
と

い
ふ
の
は
、
其
間
の
長
い
歳
月
に
亘
つ
て
、
ず
つ
と
愛
読
を
続
け
て
来
た
か

ら
で
、
源
氏
の
完
成
せ
ら
れ
た
か
せ
ぬ
か
の
中
に
、
も
う
筆
写
の
仕
事
は
始

め
ら
れ
て
居
る
。
鎌
倉
か
ら
室
町
へ
か
け
て
、
註
釈
書
は
、
断
片
的
に
で
も

出
来
て
来
て
居
り
、
や
が
て
は
其
講
釈
が
始
つ
て
来
る
。
さ
う
し
た
結
果
、

今
日
の
我
々
に
で
も
、
殆
ど
余
す
所
な
く
、
之
が
訣
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
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た
幸
福
な
状
態
と
い
ふ
も
の
は
、
誠
に
珍
ら
し
い
こ
と
で
、
さ
う
い
ふ
意
味

で
、
古
人
に
は
大
い
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
古
事
記
で
も
、
か
う
し

て
源
氏
の
読
ま
れ
て
来
た
経
過
に
似
た
、
歴
史
は
持
つ
て
居
る
に
違
ひ
な
い
。

だ
が
、
昔
の
人
の
書
物
の
訓
み
方
と
い
ふ
も
の
は
、
古
い
註
釈
を
見
て
み
る

と
、
万
葉
集
で
も
源
氏
で
も
、
古
い
物
ほ
ど
気
分
式
の
訓
み
方
や
解
釈
を
し

て
ゐ
る
。
中
に
は
、
今
の
我
々
か
ら
見
て
、
吹
き
出
し
た
く
な
る
様
な
種
類

の
も
の
さ
へ
あ
る
。
譬
へ
ば
万
葉
集
で
は
、

　
　
矢
釣
山
木
立
も
見
え
ず
降
り
乱
る
雪
驪
あ
し
た
楽
し
も
（
巻
三
、
二
六

　
　
二
）

な
ど
、
「
雪
の
ま
だ
ら
ご
ま
、
朝
ア
シ
タ楽
し
も
」
な
ど
と
訓
ん
で
ゐ
て
、
何
の
事

だ
か
、
噴
飯
に
堪
へ
ぬ
と
い
ふ
様
な
訓
み
方
だ
。
訣
ら
な
く
て
も
、
気
分
で
、
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そ
ん
な
風
に
訓
ん
で
了
ふ
の
で
あ
る
。
か
う
し
て
、
気
分
式
の
解
釈
で
は
あ

る
が
、
之
を
重
ね
て
来
て
、
結
局
は
、
我
々
の
信
頼
す
る
に
足
る
解
釈
を
出

し
て
来
る
。
我
々
の
感
ず
る
よ
り
は
、
も
つ
と
時
代
の
感
覚
が
近
か
つ
た
の

だ
か
ら
、
気
分
式
に
訓
ん
で
も
自
ら
中
核
に
迫
る
も
の
が
あ
つ
た
の
だ
。
今

の
我
々
の
様
に
な
る
と
、
も
は
や
、
さ
う
し
た
気
分
で
は
押
し
て
ゆ
か
れ
ず
、

理
論
的
に
、
文
法
や
語
原
の
上
に
立
つ
て
や
つ
て
ゆ
く
よ
り
仕
方
が
な
い
様

に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

古
詞
章
を
書
物
に
書
い
て
、
遺
さ
う
と
す
る
の
は
、
古
詞
章
の
盛
ん
に
行
は
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れ
て
ゐ
る
時
よ
り
は
、
や
ゝ
時
代
が
遅
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
而
も
古
い
文
章

を
書
く
と
い
ふ
事
は
、
た
ゞ
単
に
そ
の
ま
ゝ
書
く
の
で
は
無
く
、
書
く
其
人

の
若
干
の
理
会
を
土
台
と
し
て
書
い
て
ゆ
く
。
而
も
其
理
会
の
根
本
に
、
気

分
式
な
情
緒
本
位
の
も
の
が
交
ら
ず
に
ゐ
る
筈
が
な
い
と
な
れ
ば
、
原モト
の
古

詞
章
よ
り
は
、
大
分
変
つ
た
も
の
に
な
る
訣
で
あ
る
。
大
体
、
昔
の
文
章
と

い
ふ
も
の
は
、
誰
が
見
て
も
訣
つ
て
ゐ
る
間
は
よ
い
け
れ
ど
も
、
少
し
で
も

訣
ら
ぬ
様
に
な
れ
ば
、
多
少
の
改
作
は
し
て
で
も
、
之
を
理
会
出
来
る
様
に

し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
改
作
を
し
て
も
何
ら
差
支
へ
の
な
い

箇
所
と
、
絶
対
に
、
之
だ
け
は
改
作
の
筆
を
入
れ
る
事
の
出
来
ぬ
、
と
い
ふ

箇
所
と
が
あ
る
。
即
、
神
々
の
こ
と
、
宮
廷
の
こ
と
、
神
聖
な
歌
謡
・
諺
な

ど
は
、
之
を
勝
手
に
改
め
て
は
、
神
に
対
し
、
聖
言
に
対
し
て
罪
悪
を
犯
す
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こ
と
に
な
る
、
と
観
じ
た
。
で
、
た
と
へ
誰
の
目
に
も
訣
ら
な
く
な
ら
う
と

も
、
手
を
触
れ
る
事
が
出
来
ぬ
。
併
し
こ
れ
も
実
際
に
於
い
て
は
、
少
し
づ
ゝ

目
に
見
え
ぬ
変
化
は
続
け
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ず
、
変
化
す
る
場
合
と
、
し
な

い
場
合
と
が
入
り
交
つ
て
居
る
。
譬
へ
ば
、
記
に
特
に
多
い
の
は
、
「
此
二

字
以
音
」
と
い
ふ
様
な
風
に
訓
み
方
を
指
定
し
て
ゐ
る
箇
所
だ
が
、
之
な
ど

は
、
古
語
を
そ
の
ま
ゝ
に
保
存
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
又
場
合
に
よ
る

と
、
上
声
・
去
声
な
ど
、
あ﹅
く﹅
せ﹅
ん﹅
と﹅
の
符
号
を
つ
け
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。

更
に
は
漢
文
の
点
読
を
利
用
し
て
、
出
来
る
だ
け
、
古
文
体
に
訓
ま
せ
よ
う

と
し
て
ゐ
る
。
も
と
〳
〵
日
本
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
訓
め
ぬ
訣
だ
が
、
大
体

に
於
い
て
日
本
語
を
知
つ
て
ゐ
る
人
な
ら
、
そ
ん
な
風
に
返
り
点
で
訓
め
ば
、

古
い
文
章
と
同
じ
様
に
訓
め
る
と
思
ひ
、
其
に
縋
つ
て
、
点
読
で
日
本
風
に
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訓
ま
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
万
葉
集
を
見
て
も
、
助
動
詞
や
て﹅
に﹅
は﹅
な
ど
を

省
い
て
了
つ
て
、
此
程
度
で
訓
め
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
所
ま
で
迫
つ
て
行
つ

て
居
る
。
表
現
法
に
差
支
へ
な
い
限
り
、
手
を
抜
か
う
と
し
た
訣
だ
。
と
も

か
く
も
、
記
に
は
、
前
代
か
ら
伝
つ
て
来
て
ゐ
る
古
詞
章
を
入
れ
て
、
之
を

保
存
し
、
伝
承
し
よ
う
と
し
て
居
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。

譬
へ
ば
、
瓊
瓊
杵
尊
が
御
成
人
遊
さ
れ
て
、
葦
原
の
中
つ
国
に
お
降
し
な
さ

れ
て
も
差
支
へ
な
い
事
に
な
つ
た
時
（
記
で
は
、
お
降
り
に
な
る
時
は
緑
児

で
あ
ら
せ
ら
れ
た
か
の
如
く
に
記
述
し
て
ゐ
る
が
）
、
天
降
り
の
御
様
子
を

叙
し
た
一
節
に
、
記
に
は
、
「
於
天
浮
橋
宇
岐
士
摩
理
、
蘇
理
多
多
斯
弖
自

宇
以
下
十
一
字
亦
以
音
」
と
あ
る
。
紀
で
は
本
書
と
一
書
と
に
二
ヶ
所
出
て

ゐ
て
「
立
於
浮
渚
在
平
処
」
と
書
き
、
之
を
古
註
に
「
羽
企
爾
磨
梨
他
毘
邏
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而
陀
々
志
」
と
し
て
ゐ
る
。
紀
を
書
い
た
折
に
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
紀
は
さ
う
訓
む
つ
も
り
で
書
い
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
ど

う
も
こ
の
古
註
は
、
後
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

さ
う
訓
む
の
な
ら
、
こ
ん
な
宛
て
方
は
甚
だ
下
手
で
あ
る
。
他
の
所
は
、
も

つ
と
上
手
に
宛
て
ゝ
ゐ
る
。
更
に
一
書
に
は
「
浮
島
な
る
」
と
も
訓
ま
し
て

居
る
が
、
と
も
か
く
時
代
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
記
紀
で
こ
の
二
つ
の

訓
み
方
が
両
立
し
て
居
り
、
紀
の
方
に
別
訓
の
伝
へ
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
。
も
と
は
、
記
と
紀
で
は
殆
ど
一
つ
で
、
ご
く
小
部
分
の
伝
へ
だ
け

が
違
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
た
ゞ
我
々
に
は
、
之
を
本
道
に
訓
む
こ
と

が
出
来
ぬ
為
に
、
両
立
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
、
古
註
の
訓

み
方
が
正
し
い
と
も
言
は
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
か
う
い
ふ
風
に
訣
ら
な
い
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な
が
ら
に
、
前
代
か
ら
の
訓
み
方
を
伝
へ
よ
う
と
し
て
居
る
。
其
も
昔
の
人

に
は
こ
れ
で
訣
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
我
々
に
訣
ら
ぬ
と
い
ふ
だ
け
の

こ
と
だ
。
此
ま
ゝ
に
訓
め
ば
、
浮
い
て
ゐ
る
島
の
様
な
、
平
地
の
所
に
お
立

ち
に
な
つ
て
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
ら
し
い
事
は
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
は
つ
き

り
し
た
訓
法
は
結
局
訣
ら
な
い
。

と
も
か
く
も
、
こ
ん
な
風
に
し
て
、
記
紀
で
は
古
語
を
保
存
し
よ
う
と
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
此
時
代
、
既
に
訣
ら
な
く
て
、
二
通
り
に
も
三

通
り
に
も
伝
は
つ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
ら
う
が
、
同
じ
く
訣
ら
ぬ
と
は
言
つ
て

も
、
歌
の
伝
来
に
記
紀
で
相
異
が
あ
る
、
と
い
ふ
の
と
は
、
事
情
が
違
つ
て

居
る
。
尤
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
其
と
同
じ
理
由
か
ら
違
つ
て
居
る
と
い
ふ
事

も
あ
る
に
は
あ
つ
た
ら
う
。
が
、
大
体
に
於
い
て
は
、
後
世
の
我
々
に
は
訣
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ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
昔
の
人
に
は
訣
つ
た
の
だ
、
と
思
ふ
方
が
正
し
い
で
あ
ら

う
。
併
し
な
が
ら
又
、
或
は
記
紀
を
書
い
た
人
に
既
に
訣
ら
な
か
つ
た
も
の

が
あ
つ
た
、
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
誰
も
口
に
せ
ぬ

様
な
語
り
物
、
わ
づ
か
に
語
部
の
一
人
や
二
人
が
、
辛
う
じ
て
伝
承
し
て
居

る
に
過
ぎ
ぬ
様
な
、
実
質
的
に
は
死
ん
で
了
つ
て
ゐ
る
物
語
を
、
訣
ら
な
い

け
れ
ど
も
そ
の
ま
ゝ
転
載
し
た
、
と
い
ふ
様
な
想
像
も
亦
可
能
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
一
概
に
、
昔
の
人
に
は
訣
つ
た
ら
う
け
れ
ど
も
、
我
々
に
は
無
力
で

訣
ら
ぬ
の
だ
、
と
の
み
信
じ
こ
む
の
も
間
違
ひ
で
あ
る
。
万
葉
人
に
も
、
自

分
た
ち
に
訣
ら
ぬ
事
を
、
訣
ら
ぬ
ま
ゝ
正
直
に
書
き
込
ん
で
ゐ
る
、
と
い
ふ

事
が
か
な
り
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
古
い
註
釈
家
は
、
其
点
を
少
し
も
考
慮

に
入
れ
な
か
つ
た
が
、
我
々
に
は
其
を
知
る
事
が
新
し
い
出
発
　
　
正
し
い
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進
み
方
を
促
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
結
着
す
る
処
を
、
大
体
こ
ん
な
風
に
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。

つ
ま
り
訣
ら
ぬ
文
章
を
、
そ
の
ま
ゝ
訣
ら
ぬ
文
章
と
し
て
嵌
め
込
ん
だ
の
と
、

訣
る
文
章
を
主
と
し
、
訣
ら
ぬ
も
の
は
、
之
に
応
じ
て
変
へ
て
ゆ
く
と
い
ふ

仕
方
と
で
あ
る
。
此
事
情
は
祝
詞
な
ど
を
見
る
と
、
よ
く
訣
る
と
思
ふ
。
祝

詞
は
、
真
淵
な
ど
は
、
崇
神
朝
に
出
来
た
も
の
も
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
が
、

其
証
拠
は
不
確
か
で
あ
る
。
其
が
崇
神
朝
に
出
来
て
ゐ
て
も
、
或
は
近
江
朝

に
出
来
て
ゐ
て
も
、
問
題
は
、
其
が
出
来
た
当
時
の
ま
ゝ
で
伝
来
せ
ら
れ
て
、

果
し
て
今
の
我
々
に
訣
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
事
だ
。
千
年
以
上
も
経
過
し
て
、

尚
今
日
の
我
々
に
其
が
訣
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
、
成
立
年
代
な
ど
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よ
り
は
、
よ
ほ
ど
大
き
い
問
題
で
あ
る
。
大
祓
祝
詞
な
ど
は
、
近
江
朝
に
出

来
た
も
の
だ
と
言
は
れ
る
が
、
一
部
分
々
々
の
、
ご
く
特
殊
な
も
の
ゝ
不
明

は
別
と
し
て
、
大
体
、
其
が
そ
の
ま
ゝ
で
、
今
の
我
々
に
訣
る
と
い
ふ
の
は
、

を
か
し
い
事
で
、
神
代
巻
に
現
れ
る
種
々
な
超
現
実
的
な
不
思
議
よ
り
は
、

こ
の
方
が
よ
つ
ぽ
ど
不
思
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
は
、
其
は
、
後

々
の
人
に
訣
ら
ぬ
様
で
は
困
る
故
に
、
あ
る
点
ま
で
は
改
作
し
て
、
訣
ら
せ

よ
う
〳
〵
と
し
て
来
た
か
ら
の
事
に
他
な
ら
ぬ
。
延
喜
式
な
ど
で
も
、
延
喜

以
前
の
貞
観
・
弘
仁
頃
の
記
録
も
あ
つ
た
ら
う
が
、
そ
の
間
に
は
改
作
が
行

は
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
若
し
さ
う
で
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
今
の
我
々
に

到
底
、
訣
る
筈
が
な
い
。
訣
ら
せ
よ
う
と
す
る
為
の
改
作
は
、
必
要
に
応
じ

て
始
中
終
行
は
れ
て
来
た
が
、
其
が
あ
る
時
代
に
止
つ
て
了
つ
て
、
改
作
し
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な
く
な
つ
た
。
其
後
は
純
然
た
る
く﹅
ら﹅
し﹅
つ﹅
く﹅
に
な
つ
て
、
以
来
、
訣
ら
な

い
ま
ゝ
に
伝
は
つ
て
来
て
ゐ
る
と
い
ふ
訣
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
改
作
は
、

物
に
書
く
こ
と
に
依
つ
て
行
は
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
口
頭
伝
承
の
間
に

も
、
だ
ん
〳
〵
と
改
め
て
行
つ
て
ゐ
る
様
だ
。
だ
が
本
来
、
神
に
関
係
あ
り

と
せ
ら
れ
る
箇
所
だ
け
は
、
勝
手
に
変
改
し
て
は
神
罰
が
恐
ろ
し
い
か
ら
、

之
を
改
め
な
い
為
に
、
そ
こ
だ
け
が
時
を
経
る
に
従
つ
て
、
無
暗
に
訣
ら
な

く
な
つ
て
了
ふ
。
当
初
か
ら
之
だ
け
は
、
訣
る
様
に
と
い
ふ
目
的
を
持
た
な

か
つ
た
の
だ
。
か
り
に
原モト
の
古
詞
章
を
直
線
状
の
も
の
と
し
て
置
け
ば
、
途

中
に
訣
ら
な
く
な
つ
た
箇
所
の
出
て
来
る
ま
ゝ
、
改
作
し
〳
〵
し
て
、
結
局

は
波
状
線
の
様
な
、
瘤
の
あ
る
文
章
に
な
る
訣
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
の
、

必
然
的
な
改
作
な
の
だ
か
ら
、
原モト
の
文
章
も
、
改
作
し
た
文
章
も
同
じ
だ
と
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思
つ
て
居
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
昔
か
ら
言
葉
の
威
力
を
信
じ
た
の
で
、

（
１
）
が
神
聖
な
ら
ば
、
同
様
に
、
（
Ｎ
）
も
神
聖
な
も
の
だ
、
と
考
へ
て

ゐ
る
か
ら
の
こ
と
で
も
あ
つ
た
。
　
　
　
　
（
１
）
　
・
　
・
　
（
２
）
※

（
３
）
〜
〜
〜
〜
（
Ｎ
）
か
う
い
つ
た
瘤
の
あ
る
文
章
が
、
今
あ
る
祝
詞
だ

と
は
思
は
ぬ
が
、
と
も
か
く
も
、
よ
ほ
ど
原
詞
章
と
は
変
つ
て
来
て
ゐ
る
に

違
ひ
な
い
。
同
じ
延
喜
式
の
中
で
も
、
平
安
朝
に
出
来
た
、
宮
廷
の
簡
単
な

も
の
と
、
古
い
も
の
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
大
体
の
文
章
は
同
じ
で
、
古

い
も
の
に
は
、
所
々
に
難
し
い
古
い
文
章
詞
句
が
入
つ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
だ

け
の
相
違
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
瘤
状
を
為
し
て
ゐ
る
部
分
と
、
直
線
の
部
分

と
が
、
我
々
に
は
考
へ
ら
れ
る
訣
だ
が
、
当
時
の
人
に
は
、
此
相
違
は
相
違

で
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
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と
に
か
く
、
古
詞
章
は
出
来
る
だ
け
、
訣
る
様
に
し
よ
う
と
考
へ
、
又
、
実

際
に
さ
う
し
て
来
て
も
ゐ
る
の
で
、
昔
の
も
の
を
読
ん
で
見
て
も
、
我
々
の

予
期
す
る
程
は
、
古
い
言
葉
・
古
い
文
章
に
は
出
会
は
な
い
。
記
紀
を
見
て

も
、
我
々
の
知
ら
ぬ
様
な
事
ば
つ
か
り
書
い
て
あ
る
の
か
と
思
つ
て
ゐ
る
と
、

案
外
な
の
に
愕
ろ
く
く
ら
ゐ
で
、
つ
ま
り
は
、
本
道
の
古
詞
章
が
、
さ
う
し

た
古
典
に
も
だ
ん
〳
〵
亡
く
な
つ
て
来
て
居
る
。
既
に
奈
良
朝
の
人
々
に
訣

る
程
度
に
、
改
め
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
其
な
ら
我
々
に
も
理
会

し
易
い
と
い
ふ
事
に
な
る
。
而
も
、
其
に
加
へ
て
漢
文
の
助
け
が
あ
る
。
漢

文
脈
に
縋
つ
て
表
現
し
て
ゐ
る
の
で
、
大
体
の
事
は
訣
つ
て
ゆ
く
の
だ
。

だ
か
ら
、
此
話
を
だ
ん
〳
〵
進
め
て
ゆ
く
と
、
我
々
の
古
く
持
つ
て
ゐ
た
文

章
が
、
純
然
た
る
口
語
で
あ
つ
た
と
い
ふ
時
代
は
、
決
し
て
考
へ
ら
れ
ぬ
。
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即
、
昔
か
ら
あ
る
言
葉
を
土
台
と
し
て
、
こ
の
文
章
が
出
来
て
居
り
、
其
文

章
の
最
肝
要
な
所
が
古
語
で
、
其
周
囲
に
訣
る
こ
と
を
つ
け
足
し
て
ゆ
く
。

か
う
い
ふ
現
象
を
考
へ
て
み
る
と
、
先
づ
、
我
々
が
人
に
話
す
口
言
葉
は
、

そ
の
喋
つ
た
当
座
に
消
え
て
了
ひ
、
書
い
た
も
の
は
何
時
ま
で
も
残
つ
て
ゆ

く
が
、
昔
は
こ
の
両
者
の
中
間
に
、
も
う
一
つ
、
記
憶
せ
ら
れ
る
言
葉
と
い

ふ
も
の
が
あ
つ
た
。
単
な
る
口
の
言
葉
は
記
憶
せ
ら
れ
ず
、
又
、
書
く
言
葉

の
方
は
、
よ
ほ
ど
文
化
が
進
ん
で
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
口

言
葉
で
は
な
く
て
、
記
憶
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
言
葉
乃
至
は

文
章
が
あ
つ
た
。
是
は
勿
論
、
其
時
に
出
来
た
も
の
で
は
な
く
、
昔
か
ら
伝

は
つ
て
ゐ
る
詞
句
で
、
前
代
の
伝
承
と
し
て
、
後
代
に
も
其
を
伝
へ
る
べ
く
、

ど
う
し
て
も
記
憶
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
。
人
々
の
間
に
生
き
て
ゐ
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る
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
ん
〳
〵
変
化
し
て
ゆ
く
が
、
之
と
は
亦
別
に
、

変
化
し
な
い
、
固
定
し
た
詞
章
を
覚
え
て
ゆ
く
一
群
の
職
業
者
が
あ
る
。
神

事
に
従
ふ
人
・
ま﹅
じ﹅
っ﹅
く﹅
を
施
す
人
、
詞
章
の
種
類
性
質
に
よ
つ
て
、
そ
の

伝
承
者
は
違
ふ
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
古
詞
章
を
記
憶
し
、
其
を
伝
へ
て
ゆ

く
団
体
が
幾
つ
も
あ
つ
た
。
是
が
次
第
に
亡
び
て
ゆ
く
様
に
な
る
と
、
伝
承

者
は
高
貴
の
生
活
を
し
て
ゐ
る
人
の
上
に
移
つ
て
ゆ
く
。
尊
族
・
貴
族
の
方

々
は
、
殆
ど
神
に
近
い
生
活
を
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
さ
う
し
た
神
聖
な
詞
章

が
伝
承
し
て
ゆ
か
れ
る
訣
で
、
さ
う
し
た
家
柄
の
子
弟
の
教
育
は
、
か
ゝ
る

古
い
詞
章
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
り
、
此
教
育
は
平
安
朝
ま
で
続
い
た
。
か
う

し
て
、
次
第
に
神
事
に
関
係
な
い
者
に
、
神
聖
な
る
詞
章
が
伝
承
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。
是
が
所
謂
、
こ﹅
と﹅
わ﹅
ざ﹅
と
い
ふ
も
の
で
、
句
又
は
短
い
文
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章
で
あ
る
。
何
の
為
に
之
を
伝
へ
た
か
は
、
は
つ
き
り
は
訣
ら
な
い
。
或
は

昔
か
ら
の
も
の
、
神
聖
な
も
の
だ
か
ら
、
と
し
て
伝
へ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら

う
か
と
は
思
ふ
が
、
そ
れ
に
た
つ
た
一
つ
だ
け
の
意
味
を
考
へ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三

古
く
か
ら
伝
承
し
て
ゐ
る
詞
句
に
は
、
国
の
す﹅
ぴ﹅
り﹅
っ﹅
と﹅
が
宿
つ
て
ゐ
る
　

　
国
の
威
力
が
籠
つ
て
ゐ
る
と
信
じ
た
。
だ
か
ら
其
国
の
重
要
な
位
置
に
あ

る
人
は
、
必
ず
之
を
受
け
伝
へ
な
け
れ
ば
、
威
力
が
な
く
な
つ
て
了
ふ
。
そ

の
為
に
、
ど
う
し
て
も
、
こ
の
古
詞
章
は
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の

だ
。
か
う
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
こ﹅
と﹅
わ﹅
ざ﹅
で
、
そ
の
一
部
分
が
う﹅
た﹅
で
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あ
る
。
こ﹅
と﹅
わ﹅
ざ﹅
は
、
大
抵
は
、
も
と
は  

讃    

詞  

ホ
メ
コ
ト
バ

で
あ
る
。
讃
詞
は
、
現

状
を
讃
美
す
る
の
が
本
旨
で
は
な
く
て
、
さ
う
な
つ
て
く
れ
ゝ
ば
い
ゝ
と
い

ふ
こ
と
を
、
相
手
た
る
す﹅
ぴ﹅
り﹅
っ﹅
と﹅
に
言
ひ
聞
か
せ
る
、
す
る
と
精
霊
は
、

其
発
せ
ら
れ
た
詞
章
に
責
任
を
感
ず
る
　
　
客
観
的
に
言
へ
ば
、
言
葉
の
威

力
に
よ
つ
て
、
相
手
を
ち﹅
や﹅
ー﹅
む﹅
さ
せ
る
　
　
即
ち
、
言
葉
に
感
染
さ
せ
る

こ
と
だ
。
か
う
し
た
讃
詞
は
、
従
つ
て
、
国
の
こ
と
か
、
神
か
乃
至
は
神
に

近
い
生
活
を
す
る
も
の
、
譬
へ
ば
領
主
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
多
い
の
は
当

然
で
あ
る
。
国
と
言
ひ
、
神
と
い
ふ
の
も
、
結
局
は
一
つ
で
、
土
地
の
領
主

を
讃
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
神
を
讃
め
る
の
と
同
じ
効
果
と
結

果
と
を
持
つ
。
と
に
か
く
、
正
面
か
ら
現
実
を
讃
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
少

な
い
。
「
豊
葦
原
瑞
穂
国
」
と
い
ふ
の
も
、
決
し
て
、
米
の
豊
か
に
稔
る
楽

27



土
で
あ
る
こ
と
を
讃
め
称
へ
た
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
国
は
お
米
が
よ
く
出

来
る
ん
だ
ぞ
」
と
、
土
地
の
精﹅
霊﹅
に
言
つ
て
聞
か
せ
た
言
葉
で
あ
つ
た
。
さ

う
言
つ
て
置
け
ば
、
此
言
葉
通
り
の
国
に
な
る
事
が
出
来
る
、
と
い
ふ
信
仰

だ
。
常
陸
風
土
記
に
は
、
そ
れ
が
一
番
は
つ
き
り
と
見
え
て
居
る
。  

風    

ク
ニ
ブ
リ

俗  ノ
諺
、
風
俗
説
、
或
は
単
に
風
俗
と
も
書
い
て
、
幾
ら
も
出
て
来
る
も
の

が
、
こ
の
こ﹅
と﹅
わ﹅
ざ﹅
で
あ
る
。
か
う
し
た
国
の
讃
詞
、
神
の
讃
詞
に
は
、
必

ず
決キマ
つ
た
詞
句
が
あ
つ
た
。
神
を
讃
め
る
に
は
、
其
御
名
の
上
に
、
そ
の
決

つ
た
詞
句
を
つ
け
る
と
い
ふ
風
に
す
る
。

是
が
使
用
し
慣
れ
て
く
る
と
、
上
に
冠
せ
る
讃
詞
だ
け
を
出
し
て
、
本
道
の

神
の
名
は
出
さ
ず
と
も
訣
る
様
に
な
る
。
更
に
さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
は
、

時
が
経
つ
に
従
つ
て
、
讃
詞
と
そ
の
内
容
と
が
訣
ら
な
く
な
つ
て
了
ふ
。
讃

28古代中世言語論



詞
だ
け
が
古
く
な
り
、
何
時
ま
で
も
固
定
し
た
ま
ゝ
で
、
記
憶
し
直
す
と
い

ふ
こ
と
が
な
い
が
、
下
に
つ
け
る
神
の
名
、
国
の
名
は
何
時
で
も
記
憶
し
直

し
、
常
に
新
し
い
印
象
を
持
た
う
と
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
譬
へ
ば
「
筑

波
の
岳ヤマ
に
黒
雲
挂カヽ
り  

衣  

袖  

漬  

コ
ロ
モ
デ
ヒ
タ
チ

の
国
」
と
い
ふ
風
俗
の
諺
（
常
陸
風
土
記

）
、
其
ひ﹅
た﹅
ち﹅
の﹅
国﹅
だ
け
は
始
中
終
新
し
く
な
つ
て
ゆ
く
け
れ
ど
も
、
「
筑

波
の
岳
に
黒
雲
挂
り
衣
袖
漬
」
は
固
定
し
て
ゐ
る
詞
句
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

此
諺
を
見
る
と
、
我
々
に
も
何
だ
か
訣
る
様
な
気
も
す
る
。
さ
う
い
ふ
気
が

し
な
く
と
も
、
言
葉
を
知
る
能
力
が
発
達
し
て
来
て
、
知
ら
う
と
す
る
慾
望

だ
け
は
持
つ
て
居
る
か
ら
、
之
が
理
会
力
と
一
つ
に
な
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
に

説
明
し
て
、
何
と
か
訣
ら
し
て
了
ふ
。
既
に
、
風
土
記
で
は
日
本
武
尊
、
東

夷
の
国
を
巡
狩
な
さ
れ
て
、
新
治
の
県
に
お
い
で
に
な
つ
た
時
、
国
造
比
那
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良
珠
命
、
新
に
井
を
掘
ら
し
め
た
と
こ
ろ
が
、
泉
浄
澄
に
し
て
愛
は
し
か
つ

た
。
尊
、
御
輿
を
停
め
て
、
水
を
翫
び
、
手
を
洗
ひ
給
う
た
故
に
、
御
衣
の

袖
が
泉
に
垂
れ
て
沾
れ
た
、
即
ち
、
袖
を
漬ヒタ
す
義
に
依
つ
て
、
此
国
の
名
と

し
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
に
は
説
明
し
よ
う
に
も
、
説
明
の

つ
か
ぬ
と
い
ふ
の
が
幾
ら
も
あ
つ
た
。
讃
め
ら
れ
る
語
は
訣
つ
て
ゐ
て
も
、

讃
め
る
方
の
詞
章
が
訣
ら
ぬ
の
で
、
結
局
、
此
方
を
妥
協
し
て
訣
る
様
に
〳

〵
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
讃
め
ら
れ
る
語
の
意
味
を
、
讃
め
る
詞
章
の
持
つ

て
ゐ
さ
う
な
意
味
に
、
附
会
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
訣
で
あ
る
。
万
葉
集
に

出
る
「
い
さ
な
と
り
」
と
い
ふ
語
な
ど
も
、
始
め
は
、
あ
る
点
ま
で
訣
ら
な

か
つ
た
語
で
あ
つ
た
の
を
、
始
中
終
使
は
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
は
、
適
当
な
語

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
く
る
。
鯨
を
取
る
こ
と
だ
ら
う
と
解
し
て
、
海
を
く
つ
ゝ
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け
る
、
と
い
ふ
風
に
く
つ
ゝ
け
て
ゆ
く
の
だ
。
か
う
な
つ
て
く
れ
ば
、
も
う
、

讃
め
る
と
い
ふ
意
味
は
忘
れ
て
了
ひ
、
何
だ
か
知
ら
ぬ
が
、
昔
か
ら
さ
う
言

つ
て
ゐ
る
か
ら
守
つ
て
ゆ
か
う
、
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
に
な
る
。
併
し
、
ど

う
せ
使
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
ら
、
成
る
べ
く
訣
ら
せ
て
ゆ
か
う
、
讃
詞
を

讃
め
ら
れ
る
詞
に
合
せ
る
様
に
し
て
ゆ
か
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
、
枕
詞

と
い
ふ
も
の
が
出
来
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

枕
詞
の
一
番
古
い
起
源
が
之
で
あ
る
。
何
だ
か
知
ら
ぬ
が
、
く
つ
ゝ
け
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
詞
章
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
之
な
ら
ば
訣
る
だ
ら
う
と
思
ふ
様

な
語
を
、
そ
の
下
に
つ
け
て
ゆ
く
の
だ
。
さ
う
な
る
と
、
従
つ
て
枕
詞
の
利

用
範
囲
が
拡
が
つ
て
く
る
の
で
、
一
つ
〳
〵
を
見
て
ゆ
く
と
、
皆
、
そ
の
枕

詞
の
起
源
の
様
に
見
え
る
。
起
源
と
言
は
れ
る
も
の
は
、
或
は
幾
つ
も
あ
る
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か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
に
か
く
、
其
最
初
は
、
今
言
つ
た
様
な
、
諺
か
ら
出
て

来
た
形
だ
。
だ
か
ら
地
名
の
枕
詞
は
、
割
合
に
純
粋
で
あ
り
、
同
時
に
古
く

も
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
様
に
諺
で
あ
つ
た
枕
詞
が
、
殆
ど

無
意
味
な
形
式
的
な
も
の
と
な
り
、
も
と
讃
詞
で
あ
つ
た
こ
と
も
忘
れ
て
了

ふ
。
理
由
は
知
ら
な
い
が
、
重
要
性
を
持
つ
て
ゐ
る
霊
的
な
不
思
議
な
詞
章

だ
、
と
考
へ
て
来
る
。
さ
う
し
て
、
ど
う
せ
我
々
の
祖
先
か
ら
伝
へ
て
来
た

財
産
な
ら
ば
、
其
を
生
か
し
て
使
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
気
持
か
ら
、

既
に
死
ん
で
了
つ
た
詞
句
を
生
か
し
て
来
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
意
味
が

な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
言
葉
に
、
だ
ん
〳
〵
意
味
を
ひ
つ
ぱ
り
出
し
て
来
る
訣

だ
。
譬
へ
ば
、
祝
詞
の
解
釈
に
当
つ
て
、
そ
の
讃
詞
が
訣
ら
な
い
の
で
、
狭

い
範
囲
の
比
較
研
究
を
し
て
、
宣
命
で
は
か
う
、
古
事
記
で
は
か
う
、
と
い
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ふ
風
に
見
て
来
る
。
か
う
い
ふ
態
度
は
、
学
問
的
だ
と
は
言
へ
る
が
、
併
し

其
原
初
の
意
味
を
つ
き
と
め
る
と
い
ふ
事
は
容
易
な
業
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
四

一
体
、
言
語
の
学
問
は
、
比
較
言
語
学
の
土
台
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
勿

論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
言
語
学
　
　
謂
は
ゞ
、
さ
う
言
ふ
べ
き
も
の
　

　
を
も
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
の
文
法
は
、
日
本
言
語
学
と
言
つ

て
い
ゝ
も
の
で
あ
ら
う
が
、
今
の
文
法
は
純
粋
に
学
問
で
は
な
く
、
通
弁
の

学
問
が
少
し
進
歩
し
て
来
た
程
度
の
も
の
で
、
之
を
日
本
言
語
学
と
言
ふ
に

は
、
少
し
く
淋
し
い
気
が
す
る
。
も
つ
と
言
語
学
風
に
な
つ
て
も
い
ゝ
と
思
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ふ
。
今
尚
、
文
章
を
書
く
為
と
い
ふ
、
昔
の
目
的
そ
の
ま
ゝ
に
だ
け
使
つ
て

居
る
。
文
法
が
進
ま
ぬ
の
も
、
実
際
は
、
一
国
の
日
本
言
語
学
が
起
ら
ぬ
か

ら
だ
。
比
較
言
語
学
も
、
勿
論
大
切
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
着
す
る
と
こ

ろ
は
、
何
時
で
も
同
じ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
一
頃
流
行
し
た
様
な
単
に
他

国
語
と
の
単
語
の
比
較
だ
け
な
ら
、
辞
書
さ
へ
備
へ
て
居
れ
ば
出
来
る
の
で

あ
る
。
と
も
か
く
も
、
日
本
一
国
の
言
語
学
と
い
ふ
も
の
を
興
し
て
、
早
く

日
本
の
文
法
を
学
問
に
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
比
較
言
語
学
の
方
法
で
は
、

或
は
一
部
正
し
い
も
の
が
出
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
其
を
以
て
、
日
本
語
の
全

体
を
推
す
訣
に
は
ゆ
か
な
い
。
日
本
の
言
語
は
、
何
も
う﹅
ら﹅
る﹅
あ﹅
る﹅
た﹅
い﹅
語

系
に
ば
か
り
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
南
の
島
と
も
大
い
に
比
較
研
究
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
勿
論
で
あ
る
。
と
に
か
く
に
注
意
が
外
へ
外
へ
と
向
い
て
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ゆ
く
こ
と
は
、
是
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
ふ
。
民
俗
学
も
、
日
本
民
俗
学
と

い
ふ
も
の
が
土
台
に
な
つ
て
、
其
上
で
外
国
と
の
比
較
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

土
台
が
し
つ
か
り
せ
ず
に
、
外
国
と
比
較
ば
か
り
し
て
も
無
駄
だ
か
ら
で
あ

る
。
其
と
同
じ
事
で
、
単
語
ば
か
り
比
較
研
究
し
て
み
た
所
で
、
何
時
ま
で

経
つ
て
も
、
日
本
言
語
解
決
の
足
し
に
は
な
ら
ぬ
。
た
ゞ
似
て
ゐ
る
と
い
ふ

だ
け
の
事
に
過
ぎ
な
い
。
言
語
の
根
本
の
類
似
、
根
本
の
系
統
は
、
常
に
、

表
面
の
似
て
ゐ
る
、
似
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
超
え
て
、
そ
の
底
に
あ
る
。

我
々
の
祖
先
は
、
南
か
ら
も
来
て
ゐ
る
事
は
事
実
だ
け
れ
ど
も
、
其
は
表
面

を
一
寸
見
た
ゞ
け
で
、
容
易
に
洞
察
し
得
る
と
い
ふ
訣
に
は
ゆ
か
な
い
。
だ

か
ら
、
比
較
す
る
前
に
、
日
本
語
の
形
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
う
し
て
、
そ
の
形
を
、
朧
げ
に
で
も
、
作
つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
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る
。

譬
へ
ば
、
は﹅
し﹅
ご﹅
な
ど
の
如
く
に
固
定
し
て
遺
つ
た
。
此
は﹅
し﹅
立﹅
て﹅
（
韈
↓

し
た
う
づ
）
、
車
の
前
に
出
て
ゐ
る
布キレ
の
、  

簾    

下  

ス
ダ
レ
シ
タ

と
い
ふ
べ
き
を  

下  

シ
タ
ス

  

簾  

ダ
レ

と
言
ひ
、
岡
の
傍
で 

岡  

片 

ヲ
カ
ガ
タ

と
も
言
ふ
べ
き
所
を
片
岡
と
言
ふ
。
（
こ

の
片﹅
岡﹅
は
非
常
に
拡
が
つ
て
、
地
名
に
ま
で
な
つ
て
ゐ
る
。
）
一
時
的
の
喪

を
、
殯
モ
ガ
リと
い
ふ
の
も
、
仮カ
り
喪モ
の
逆
で
あ
る
。
形
容
詞
が
す
べ
て
下
へ
附
い

て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
例
を
見
て
来
る
と
、
我
々
の
考
へ
て
ゐ
る
語
の
姿
と
は

違
つ
て
居
る
。

こ
れ
が
も
う
少
し
類
例
が
集
つ
て
く
る
と
、
日
本
語
の
系
統
、
或
は
規
則
に

就
い
て
の
考
へ
を
、
だ
ん
〳
〵
改
正
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
な
る
と
思

ふ
。
も
つ
と
我
々
に
は
訣
ら
ぬ
事
が
多
い
。
文
法
的
な
例
を
引
く
と
、
寝
る
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こ
と
を
古
く
は
い﹅
ぬ﹅
の
例
の
如
く
、
泣﹅
く﹅
こ﹅
と﹅
の
名
詞
で
あ
る
。
泣﹅
く﹅
の
名

詞
、
寝﹅
る﹅
の
有
無
に
よ
つ
て
有
対
自
動
詞
・
無
対
自
動
詞
と
分
け
て
あ
る
。

泣﹅
く﹅
と
し
て
で
は
な
く
て
、
と
に
か
く
に
名
詞
と
動
詞
が
融
合
し
な
け
れ
ば

成
立
せ
ぬ
語
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
い﹅
を﹅
寝﹅
る﹅
で
は
な
い
の
だ
が
、
か
う
し
た

形
が
進
ん
で
来
て
、
自
動
詞
に
も
、
ど
う
し
て
も
目
的
な
り
対
象
な
り
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
有
対
自
動
詞
と
い
ふ
や
う
な
形
が
出
来
て
来
る
の

だ
。
尤
、
古
い
人
に
は
別
の
論
を
立
て
る
人
が
あ
つ
て
、
を
・
に
等
の
助
詞

は
非
常
に
ゆ
る
く
使
は
れ
て
居
る
と
も
言
ふ
か
ら
、
或
は
又
他
の
意
味
が
あ

つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
に
か
く
、
自
動
詞
が
対
象
を
要
求
し
た
。
其
が

何
時
頃
か
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
、
一
寸
説
明
が
出
来
ぬ
。
何
故
な
ら
、
書
物

に
あ
る
一
面
に
は
、
文
学
が
古
語
を
生
か
し
て
ゆ
き
、
そ
の
も
う
一
つ
前
に
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は
、
古
語
を
死
な
し
て
は
罪
悪
だ
と
も
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
口
言
葉
の

上
で
は
其
が
ど
の
位
生
き
て
来
た
か
は
訣
ら
な
い
。
文
献
の
上
に
生
き
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
が
、
口
の
上
で
も
同
じ
様
に
生
き
て
来
た
と
い
ふ
証
拠
に
は
、

一
つ
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
自
動
詞
が
目
的
語
乃
至
補
足
語
を

取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
な
つ
た
結
果
、
寝
る
を
い
ぬ
る
、
泣
く
を
ね
な
く
と

言
ふ
様
に
な
つ
た
。
更
に
は
、
そ
の
間
に
助
詞
を
挿
入
し
て
、
い
を
ぬ
る
・

ね
を
な
く
と
言
ふ
言
ひ
方
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
か
う
考
へ
て
く
る
と
、

今
日
で
は
、
殆
ど
訣
ら
ぬ
も
の
と
諦
め
て
ゐ
る
接
頭
語
と
い
ふ
も
の
ゝ
起
源

の
一
つ
は
、
こ
ん
な
所
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
せ
る
。

譬
へ
ば
又
、
万
葉
集
の
中
に
で
も
、
い
ろ
〳
〵
変
つ
た
文
法
の
例
は
多
い
が
、

殆
ど
其
が
た
つ
た
一
つ
の
例
だ
、
と
い
ふ
も
の
が
多
い
。
た
つ
た
一
つ
の
残
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存
の
例
で
あ
る
か
ら
、
学
問
と
し
て
は
、
そ
れ
か
ら
ど
ん
な
意
味
を
も
引
き

出
す
と
い
ふ
訣
に
は
ゆ
か
ず
、
一
つ
だ
か
ら
と
言
つ
て
其
を
捨
て
ゝ
了
へ
ば
、

一
切
訣
ら
な
く
な
つ
て
了
ふ
。
日
本
語
は
、
先
づ
何
よ
り
も
、
日
本
の
国
の

も
の
で
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
い
よ
〳
〵
と
な
る
と
、
か
う
し
た

例
に
出
会
ふ
こ
と
が
屡
〻
だ
。
か
う
い
ふ
現
象
は
、
つ
ま
り
は
、
沢
山
あ
つ

た
語
の
中
で
、
あ
る
幾
つ
か
の
発
想
法
に
人
気
が
集
中
し
て
了
つ
て
、
他
は

興
味
を
失
は
れ
、
忘
却
さ
れ
た
結
果
で
あ
つ
て
、
時
が
経
つ
て
、
後
代
か
ら

見
る
と
、
一
つ
だ
け
、
ぽ
つ
ん
と
残
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

人
麻
呂
の
長
歌
に
「 

露  

霜 

ツ
ユ
ジ
モ

の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
、
行
く
鳥
の
争
ふ
は
し
に
」
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（
万
葉
巻
二
）
と
い
ふ
句
が
あ
る
。
露
霜
と
い
ふ
語
は
東
北
地
方
に
は
ま
だ

残
つ
て
ゐ
る
が
、
関
西
で
は
水
霜
と
言
つ
て
ゐ
る
。
消
な
ば
を
起
す
序
だ
。

消
え
さ
う
に
、
と
い
ふ
こ
と
を
「
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
」
と
表
現
し
て
居
る
。

中
世
及
び
近
世
の
文
法
で
な
ら
ば
、
た
ゞ
「
消
ぬ
べ
く
」
と
言
つ
て
い
ゝ
所

を
、
け
な
ば
と
条
件
を
つ
け
て
言
つ
て
居
る
。
此
類
例
は
、
集
中
に
、
他
に

も
あ
つ
て
、
「
…
…
消
な
ば
消
ぬ
か
に
恋
ひ
思
ふ
吾
妹
」
（
巻
四
）
な
ど
が

あ
る
。
恋
ひ
焦
が
れ
て
、
自
分
の
体
も
何
も
滅
入
り
こ
ん
で
了
つ
て
ゐ
る
気

持
を
言
つ
た
も
の
だ
が
、
此
場
合
で
も
、
「
消
ぬ
か
に
」
だ
け
で
済
む
と
こ

ろ
を
、
「
け
な
ば
」
と
い
ふ
条
件
を
つ
け
る
。
か
う
し
た
例
を
見
て
く
る
と
、

少
し
種
類
は
異
る
け
れ
ど
も
、
い
ぬ
・
ね
な
く
な
ど
と
同
じ
く
、
あ
る
動
詞

の
、
単
に
動
詞
だ
け
で
は
意
義
が
完
全
に
出
来
ぬ
の
で
、
条
件
を
つ
け
ね
ば

40古代中世言語論



な
ら
ぬ
と
い
ふ
類
の
も
の
ゝ
あ
つ
た
事
が
訣
る
。
今
日
で
は
、
其
を
用
ゐ
慣

れ
て
来
て
ゐ
る
結
果
、
条
件
を
つ
け
ず
と
も
訣
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ

の
に
過
ぎ
ぬ
。
動
詞
だ
け
を
出
し
て
訣
る
様
に
な
る
迄
の
間
に
は
、
け
な
ば

と
い
ふ
様
な
条
件
を
つ
け
て
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
代
が
、
ず
つ
と
、
あ

つ
た
の
だ
。
記
紀
万
葉
に
於
い
て
、
条
件
が
な
く
と
も
訣
る
と
い
ふ
語
は
、

必
ず
や
、
か
う
し
た
経
過
を
通
つ
て
来
て
、
熟
練
し
た
結
果
で
あ
る
に
違
ひ

な
い
。

か
に
は
副
詞
を
受
け
る
語
尾
だ
。
初
め
か
ら
句
を
う
け
て
ゐ
る
か
に
が
あ
り
、

単
に
動
詞
を
受
け
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
も
の
な
ど
も
あ
る
が
、
本
道
の
形
は
、

之
が
つ
い
た
ら
副
詞
句
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
消
な
ば
消
ぬ
」
と
い
ふ
文
章

　
　
と
は
言
へ
ぬ
ま
で
も
文
章
に
近
い
形
　
　
を
か
に
で
受
け
て
、
副
詞
句
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に
し
て
了
ふ
。
だ
か
ら
、
成
立
か
ら
見
れ
ば
、
消
ぬ
か
に
と
続
い
た
語
で
は

な
く
、
消
な
ば
消
ぬ
に
か
に
が
つ
い
た
も
の
だ
。
一
部
の
単
語
を
承
け
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
。
消
ぬ
か
に
の
語
調
を
強
め
る
為
に
け
な
ば
を
つ
け
た
と
言

ふ
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
昔
の
学
者
も
、
こ
れ
に
就
い
て
は
、
非
常
に
簡

単
に
説
い
て
了
つ
て
居
る
が
、
其
経
過
の
後
に
、
初
め
て
、
け
ぬ
か
に
の
形

が
独
立
し
て
「
け
ぬ
か
に
思
ほ
ゆ
」
な
ど
と
い
ふ
言
ひ
方
が
出
て
来
る
の
だ
。

若
し
此
経
路
さ
へ
考
へ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
道
を
取
つ
て
ゐ

る
語
の
、
相
当
に
あ
る
こ
と
を
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
残
念
な
こ
と
に
は
、

之
も
亦
、
一
種
類
の
語
し
か
残
留
し
て
居
な
い
。
之
が
文
献
に
た
つ
た
一
つ

残
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
に
説
明
し
た
通
り
、
文
献
以
前
の
文
学

の
所
為
で
、
何
か
の
理
由
で
、
此
語
だ
け
が
評
判
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
た
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つ
た
一
例
だ
か
ら
駄
目
だ
と
言
ふ
な
ら
、
他
を
説
明
す
る
の
に
之
を
使
ひ
さ

へ
し
な
け
れ
ば
、
済
む
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
此
一
語
の
説
明
が
何
時
ま
で

経
つ
て
も
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

概
し
て
言
語
に
は
、
何
よ
り
先
づ
語
原
研
究
が
盛
に
行
は
れ
る
が
、
中
に
は
、

見
る
か
ら
に
愚
か
し
い
説
も
少
く
は
な
い
。
語
原
説
で
は
、
ど
う
し
て
も
そ

の
態
度
が
一
番
問
題
に
な
る
。
言
語
は
偶
然
に
出
来
た
も
の
が
多
い
か
ら
、

似
た
様
な
も
の
を
集
め
て
来
て
、
そ
れ
ら
の
成
立
か
ら
類
推
し
て
説
明
し
よ

う
と
し
て
も
、
凡
そ
、
こ
れ
位
、
は
か
な
い
も
の
は
無
い
。
結
局
は
、
学
者
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そ
の
人
の
人
柄
・
教
養
・
科
学
性
を
信
頼
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
語
原
だ

け
は
、
幾
ら
文
献
式
に
、
科
学
式
に
緻
密
に
や
つ
て
も
出
来
ぬ
こ
と
が
多
い

の
で
あ
る
。

「
消
な
ば
消
ぬ
か
に
」
の
様
に
、
た
つ
た
一
つ
だ
け
、
こ
ん
な
形
が
残
つ
て

居
る
。
之
か
ら
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
消
え
さ
う
な
」
と
い
ふ
こ
と
を
け﹅

ぬ﹅
か﹅
に﹅
を
保
つ
て
ゆ
か
う
と
し
た
の
だ
。
之
に
似
た
形
は
東
歌
に
、
一
つ
あ

る
。

　
　
お
も
し
ろ
き
野
を
ば
　
な
焼
き
そ
。
古
草
に
新
草
ま
じ
り
、
生
ひ
ば
生

　
　
ふ
る
か
に
（
万
葉
巻
十
四
、
三
四
五
二
）

が
其
で
あ
る
。
生
ふ
と
い
ふ
動
詞
は
普
通
、
四
段
だ
が
、
上
二
段
に
使
ふ
こ

と
も
出
来
た
。
初
め
か
ら
四
段
に
決
つ
て
ゐ
た
か
否
か
は
何
と
も
言
へ
ぬ
が
、
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恐
ら
く
は
、
活
用
の
固
定
す
る
ま
で
の
間
に
は
、
動
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。

だ
か
ら
、
四
段
に
決
つ
て
了
つ
て
か
ら
も
、
場
合
に
よ
る
と
、
昔
使
つ
た
上

二
段
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
此
歌
、
通
例
は
、
結
句
を
「
生ハ
え
れ
ば
生
え

る
様
に
、
ま
か
せ
て
置
け
ば
よ
い
」
と
取
つ
て
、
老
人
述
懐
の
比
喩
歌
と
し

て
ゐ
る
。
か
う
解
い
て
無
理
の
な
い
こ
と
は
、
後
に
な
る
と
、

　
　
焼
か
ず
と
も
草
は
萌
え
な
む
。
春
日
野
は
、
た
ゞ
春
の
日
に
ま
か
せ
た

　
　
ら
な
む
（
新
古
今
　
壬
生
忠
見
）

な
ど
の
様
な
、
此
歌
の
類
型
歌
が
出
て
来
、
此
類
型
が
頭
に
こ
び
り
つ
い
て

ゐ
て
、
ど
ん
な
機
会
に
も
、
其
が
起
つ
て
来
る
。
即
ち
昔
は
我
々
の
文
学
観

と
は
違
つ
て
、
知
識
と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
に
か
く

こ
の
二
首
は
結
局
同
じ
歌
だ
。
恐
ら
く
は
、
昔
の
人
も
、
さ
う
解
釈
し
て
ゐ
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た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
之
を
先
の
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
」
の
論
か
ら
ゆ
け

ば
、
生
ひ
ば
は
条
件
で
あ
る
。
で
「
去
年
の
草
に
、
今
年
の
草
が
ま
じ
つ
て
、

生
え
さ
う
に
し
て
ゐ
る
」
と
言
ふ
だ
け
か
も
知
れ
ぬ
。
我
々
は
、
ど
う
し
て

も
後
世
の
聯
想
に
災
さ
れ
て
、
其
も
う
一
つ
前
の
考
へ
方
を
見
る
の
は
難
し

い
が
、
さ
う
取
る
の
が
本
道
だ
ら
う
。
つ
ま
り
「
生
ふ
る
か
に
あ
り
」
で
、

生
え
さ
う
に
し
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
の
だ
。

言
語
と
い
ふ
も
の
は
、
同
じ
時
代
の
同
じ
語
で
も
、
感
じ
方
も
使
ひ
方
も
違

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
昔
の
言
語
に
対
し
て
、
今
の
感

じ
方
で
推
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は
安
心
出
来
な
い
。
譬
へ
ば
又
、
人
麻
呂

の
歌
に
「
ゆ
く
へ
知
ら
に
す
」
（
巻
二
）
と
い
ふ
句
が
出
て
来
る
。
之
は
理

屈
か
ら
も
あ
る
べ
き
語
法
で
あ
る
。
知
ら
は
知
る
の
第
一
変
化
、
に
は
否
定
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の
助
動
詞
の
第
二
変
化
で
、
中
止
法
に
よ
く
使
ふ
形
。
知
ら
な
い
で
、
つ
ま

り
、
知
ら
な
い
の
中
止
形
、
其
に
す
を
つ
け
た
。
知
ら
な
い
で
ゐ
る
、
訣
ら

な
く
し
て
ゐ
る
、
と
言
ふ
の
だ
。
此
例
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
併
し
我
々

は
、
ご
く
僅
か
で
も
、
祖
先
の
用
例
を
探
し
出
し
て
来
て
、
だ
ん
〳
〵
仮
説

を
立
て
ゝ
ゆ
く
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
非
常
に
流
行
し
て
使
は
れ
た
語
で
も
、

す
ぎ
去
つ
て
了
ふ
と
、
ぽ
つ
つ
り
一
つ
だ
け
残
つ
て
居
る
。
言
語
現
象
は
、

常
に
流
行
で
あ
る
。
我
々
は
流
行
を
呪
ふ
立
場
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
語
の

流
行
は
、
我
々
が
長
く
か
ゝ
つ
て
や
る
仕
事
を
、
短
い
間
に
や
つ
て
の
け
て

生
活
に
取
込
む
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
普
通
の
文
化
生
活
と
は
這
入
つ
て
来
方

が
違
ふ
。
だ
か
ら
危
険
だ
け
れ
ど
も
、
無
暗
に
動
い
て
く
る
。
そ
の
熱
情
が

我
々
を
脅
す
の
だ
。
併
し
、
と
も
か
く
も
、
さ
う
し
て
流
行
し
て
ゐ
る
う
ち
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に
は
、
や
が
て
は
円
満
な
語
に
な
り
、
普
遍
性
を
持
つ
て
来
る
。
さ
う
な
る

と
、
も
う
其
を
使
は
ず
に
は
物
が
言
へ
ぬ
様
に
な
つ
て
了
ふ
。
で
、
此
「
生

ひ
ば
生
ふ
る
か
に
」
の
例
を
見
る
と
、
文
法
意
識
が
変
つ
て
来
て
、
既
に
、

「
生
え
る
な
ら
生
え
る
に
ま
か
せ
て
お
け
」
、
と
い
ふ
意
味
に
理
会
し
て
居

る
。
此
変
化
の
現
象
は
、
之
か
ら
の
文
章
を
解
釈
し
て
行
か
う
と
い
ふ
人
の

是
非
と
も
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
要
点
で
、
常
に
、
昔
の
意
味
と
、
今
の
意

味
と
を
考
へ
て
み
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
う
で
な
か
つ
た
ら
、
何

時
ま
で
経
つ
て
も
、
今
の
意
味
の
解
釈
ば
か
り
で
、
昔
の
人
の
気
持
は
、
少

し
も
訣
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
了
ふ
。
民
族
精
神
な
ど
と
い
ふ
問
題
も
、

実
は
、
こ
の
言
語
の
理
会
を
外
し
て
ゐ
て
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
昔
使
つ
て
ゐ
た

意
味
が
適
確
に
訣
ら
ず
に
、
昔
の
人
の
気
持
が
理
会
出
来
る
筈
は
な
い
。
近
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代
の
論
理
で
昔
の
人
の
気
持
を
忖
度
し
て
ゐ
る
、
と
い
つ
た
誤
解
は
か
な
り

多
く
し
て
居
る
と
思
ふ
。
今
は
、
文
法
的
に
何
と
解
し
て
ゐ
よ
う
と
、
昔
は
、

其
通
り
に
解
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

時
代
を
少
し
下
げ
て
、
平
安
朝
の
例
を
採
つ
て
み
よ
う
。
言
語
と
い
ふ
も
の

は
、
永
い
間
に
亘
つ
て
生
き
て
ゐ
る
事
も
あ
り
、
生
れ
て
、
直
ぐ
死
ん
で
了

ふ
の
も
あ
る
し
、
又
、
一
方
で
は
死
ん
で
ゐ
な
が
ら
、
他
方
で
は
生
き
て
ゐ

る
と
い
ふ
も
の
も
あ
る
。
方
言
な
ど
を
み
る
と
、
そ
の
生
滅
の
端
倪
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
を
残
し
て
ゐ
る
こ
と
が
訣
る
。
だ
か
ら
、
言
語
の
生
命
は
簡
単
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に
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
。
平
安
朝
の
言
語
と
は
言
つ
て
も
、
平
安
朝
の
文
献
に

出
て
ゐ
る
と
い
ふ
消
極
的
な
事
実
だ
け
で
、
其
が
奈
良
朝
に
は
な
か
つ
た
と

ま
で
言
ひ
得
な
い
。
寧
、
あ
つ
た
と
言
つ
た
方
が
よ
い
、
と
い
ふ
も
の
が
多

い
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
又
、
形
は
古
く
と
も
、
後
世
か
ら
あ
て
は
め
て
使
つ

た
、
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
け
な
ば
け
ぬ
か

に
」
と
い
ふ
語
の
、
形
そ
の
も
の
は
古
い
と
し
て
も
、
そ
の
人
気
に
よ
つ
て
、

新
語
を
も
、
そ
の
形
に
あ
て
嵌
め
て
了
ふ
、
と
い
ふ
類
だ
。
此
い
ゝ
例
は
狂

言
記
の
言
葉
で
、
室
町
時
代
の
語
法
だ
と
言
は
れ
る
が
、
決
し
て
さ
う
ば
か

り
で
は
な
い
。
そ
の
中
の
言
葉
は
、
近
代
ま
で
改
作
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
実

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
之
を
早
急
に
室
町
時
代
の
言
語
と
し
て
見
よ
う
と
い
ふ

の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
室
町
の
狂
言
の
型
だ
け
が
残
つ
て
ゐ
て
、

50古代中世言語論



其
型
に
嵌
め
て
語
を
作
つ
て
行
つ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま
り
室
町
の
擬
古

文
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
狂
言
記
を
基
と
し
て
室
町
の
語
法
を
研
究
す
る
と
い

ふ
こ
と
程
、
無
謀
な
る
危
険
は
な
い
。
其
と
同
じ
く
古
代
の
歌
や
文
章
は
、

殆
ど
擬
古
と
類
型
で
あ
る
と
言
つ
て
い
ゝ
。
譬
へ
ば
人
麻
呂
で
も
新
語
な
ど

い
ふ
も
の
は
、
実
は
、
無
い
の
だ
と
言
つ
た
方
が
本
道
だ
ら
う
と
思
ふ
。
古

い
語
に
似
せ
て
ゐ
る
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
た
ゞ
其
中
に
は
、
何
か
新
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
彼
の
性
格
と
い
ふ
も
の
が
漲
つ
て
居
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
確

か
に
言
は
れ
よ
う
。
だ
か
ら
、
平
安
朝
で
も
、
其
例
に
は
洩
れ
ず
、
古
い
型

か
、
そ
れ
と
も
古
い
型
に
嵌
め
た
の
か
は
、
容
易
に
断
言
出
来
な
い
。

　
　
言
へ
ば
え
に
　
言
は
ね
ば
胸
に
さ
わ
が
れ
て
、
心
ひ
と
つ
に
な
げ
く
こ

　
　
ろ
か
な
（
伊
勢
物
語
）
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の
歌
。
え﹅
に﹅
は
艶
の
字
の
意
味
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
、
え
ン
に
と
艶エン
の

音
と
が
似
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
聯
想
し
て
、
更
に
濃
厚
に
え
ン
に
の
意
味
を

出
さ
う
と
し
て
来
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
既
に
え
ン
に
に
は
艶
つ
ぽ
い
、

派
手
な
こ
と
の
内
容
を
持
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
而
も
昔
の
意
味
に
も
捨
て
切
れ

な
い
も
の
を
感
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
今
昔
の
様
な
訓
が
出
て
来
る
の
だ
。
さ

う
い
ふ
風
に
、
た
つ
た
一
種
し
か
例
の
な
い
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
」
で
も
、

痕
跡
だ
け
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
残
つ
て
来
て
居
り
、
之
ら
を
集
め
て

比
較
研
究
し
て
ゆ
け
ば
、
ゆ
け
る
の
で
あ
る
。

今
は
口
の
上
の
言
葉
は
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
。
問
題
に
し
よ
う
に
も
、
古
代

・
中
世
の
も
の
で
は
材
料
が
無
い
の
だ
か
ら
、
文
献
に
頼
る
よ
り
仕
方
が
な

い
。
文
献
に
残
つ
て
居
る
も
の
は
、
根
本
は
、
ど
う
し
て
も
文
学
意
識
が
働
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き
か
け
て
、
言
葉
を
選
択
し
て
、
保
存
し
て
行
つ
て
居
る
。
古
い
書
物
を
見

る
と
、
我
々
の
祖
先
の
言
葉
の
選
択
は
、
偏
頗
と
い
ふ
か
、
単
純
と
い
ふ
か
、

と
に
か
く
語
の
数
が
非
常
に
少
な
い
。
一
寸
変
つ
た
語
が
出
る
と
、
此
方
が

び
つ
く
り
す
る
程
に
使
は
れ
る
。
祝
詞
な
ど
を
見
て
も
訣
る
様
に
、
同
じ
語

ば
か
り
が
出
て
来
る
。
万
葉
で
も
、
白
い
浪
で
は
な
く
て
も
白
浪
と
言
ふ
の

は
、
文
学
語
と
し
て
此
語
を
取
り
上
げ
て
ゐ
た
訣
で
、
馬
と
い
ふ
為
に
赤
駒

と
い
ふ
表
現
を
し
て
居
り
、
こ
れ
は
次
第
に
趣
味
が
変
つ
て
、
青
馬
な
ど
と

も
言
つ
て
来
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
。
髪
の
毛
な
ら
ば
、
必
ず
、
黒
髪
と
い
ふ
。

之
等
は
昔
の
人
の
好
み
、
単
に
さ
う
し
た
語
が
好
き
だ
つ
た
と
い
ふ
だ
け
で
、

意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
枕
詞
も
最
初
の
話
の
様
に
、
あ
ん
な
必
要
が
出
て
、

色
ん
な
意
味
が
く
つ
つ
い
て
は
来
た
が
、
結
局
は
歌
の
一
部
分
に
な
つ
て
了
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つ
て
居
る
。
文
学
語
　
　
知
識
と
し
て
の
要
素
の
強
い
　
　
と
し
て
枕
詞
を

取
り
込
ん
で
来
た
の
だ
。

此
文
学
語
と
し
て
枕
詞
の
、
発
達
の
最
初
に
ゆ
き
つ
い
た
の
は
何
か
。
其
は

地
名
で
あ
る
。
地
名
を
文
学
化
し
、
文
学
風
に
考
へ
る
と
い
ふ
歓
び
方
が
出

て
来
る
。
つ
ま
り
枕
詞
は
、
最
初
は
土
地
か
、
神
か
、
人
間
か
の
讃
詞
で
あ

つ
た
の
が
、
次
第
に
意
義
が
変
化
し
て
来
た
。
さ
う
な
つ
て
も
、
何
時
ま
で

も
土
地
・
神
な
ど
に
纏
綿
す
る
考
へ
は
失
は
ず
、
ど
う
か
す
る
と
、
其
が
復

活
す
る
。
だ
か
ら
枕
詞
と
土
地
の
神
と
は
引
き
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ

う
し
て
最
後
に
は
歌
の
上
に
、
其
土
地
の
美
し
い
地
名
を
詠
み
込
ん
で
来
る
。

悠
紀
・
主
基
に
卜
定
せ
ら
れ
た
国
の
郡
の
中
で
、
特
別
に
音
の
い
ゝ
、
美
し

い
聯
想
を
起
し
さ
う
な
地
名
を
、
後
に
は
書
き
遺
し
て
居
る
。
之
を
仮
に
注
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進
風
土
記
な
ど
と
名
づ
け
て
居
る
が
、
之
等
を
見
る
と
、
悠
紀
・
主
基
の
、

美
し
い
豊
か
な
聯
想
を
抱
か
せ
る
く
ら
し
っ
く
な
地
名
が
並
ん
で
居
る
。
其

を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
の
だ
。
歌
に
詠
み
込
む
為
に
、
さ
う
し
た
風
土
記
を
献

ら
し
め
た
訣
で
、
謂
は
ゞ
、
悠
紀
・
主
基
の
歌
を
作
る
種
で
あ
る
。
か
う
な

る
と
、
我
々
の
実
生
活
と
は
関
係
が
無
く
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
ゆ
か
ぬ
う
ち

に
、
既
に
、
我
々
と
関
係
深
い
言
葉
の
中
に
、
文
学
語
を
多
く
入
れ
て
ゐ
る
。

文
学
語
を
好
む
気
持
で
、
文
献
に
遺
し
、
さ
う
し
た
語
の
中
か
ら
取
り
上
げ

て
文
章
を
綴
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
言
語
を
選
ぶ
能
力
が

進
ん
で
行
き
、
結
局
、
注
進
風
土
記
を
作
り
上
げ
た
と
い
ふ
事
に
な
る
。
と

に
か
く
言
語
の
中
に
霊
的
な
、
神
聖
な
、
香
の
高
い
、
昔
風
の
懐
し
い
、
心

の
緊
き
し
ま
る
様
な
、
色
好
み
の
豊
か
な
感
覚
を
起
さ
せ
る
言
葉
を
織
り
込
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ん
で
ゆ
く
事
が
多
か
つ
た
。
之
が
当
代
の
歌
言
葉
の
非
常
に
少
な
か
つ
た
理

由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
七

語
原
論
の
中
に
は
、
ど
う
か
す
る
と
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
部
分
が
た
つ
た
一
つ

あ
る
。
其
は
略
語
で
あ
る
。
古
い
時
代
に
は
、
此
略
語
と
い
ふ
現
象
が
、
相

当
に
多
い
。
今
残
つ
て
居
る
語
を
見
て
も
、
昔
の
音
の
ま
ゝ
で
、
た
ゞ
様
式

が
少
し
ゆ
が
ん
で
来
て
ゐ
る
の
だ
、
と
決
め
て
か
ゝ
る
と
訣
ら
な
い
も
の
が

多
い
。
昔
で
も
、
既
に
、
出
来
て
ゐ
る
語
を
略
し
て
了
ふ
こ
と
が
多
か
つ
た

ら
し
く
、
譬
へ
ば
祝
詞
・
宣
命
に
出
て
来
る
「
か
む
な
が
ら
」
と
い
ふ
語
で

56古代中世言語論



あ
る
。
（
宣
命
は
奈
良
朝
ま
で
上
れ
る
が
、
祝
詞
全
文
は
そ
こ
ま
で
は
上
れ

ぬ
。
祝
詞
に
は
所
々
に
象
嵌
が
あ
つ
て
、
全
部
が
奈
良
朝
の
も
の
と
は
信
ぜ

ら
れ
ぬ
。
併
し
、
其
象
嵌
で
な
い
部
分
を
見
出
す
こ
と
は
、
研
究
次
第
で
出

来
る
。
）
此
語
は
、
非
常
に
意
味
が
拡
が
つ
て
、
結
局
、
訣
ら
ぬ
様
に
な
つ

て
了
つ
て
居
る
。
天
子
の
、
此
世
の
中
を
お
治
め
に
な
る
御
行
状
を
惟
神
と

見
て
居
り
、
「
か
む
な
が
ら
お
も
ほ
し
め
す
」
な
ど
と
使
つ
て
ゐ
る
が
、
此

用
語
例
も
、
既
に
末
期
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
宣
命
は
最
古
い
も

の
だ
が
、
之
で
す
ら
、
も
う
擬
古
的
の
使
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
様
だ
。
惟
神
と

は
、
天
子
御
自
ら
の
お
気
持
を
表
は
す
も
の
で
は
な
い
。
「
自
分
の
す
る
こ

と
は
、
自
分
が
す
る
の
で
は
な
く
て
、
神
が
な
さ
る
の
だ
」
と
い
ふ
風
の
条

件
を
、
御
自
分
の
行
状
に
つ
け
て
、 

仰  

言 

お
つ
し
や

つ
て
ゐ
ら
れ
る
事
に
使
ふ
の
で
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あ
り
、
天
子
が
臣
下
に
お
下
し
に
な
る
お
言
葉
に
は
、
必
ず
く
つ
つ
い
て
ゐ

た
語
に
違
ひ
な
い
。
「
こ
の
自
分
の
言
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
神
が
言
つ
て
ゐ

る
の
だ
ぞ
」
と
仰
言
ら
れ
る
訣
だ
。
之
が
大
抵
の
場
合
は
惟
神
だ
け
で
、
す

ぐ
其
後
に
つ
く
べ
き
動
詞
を
省
い
て
居
る
。
万
葉
集
な
ど
で
も
、
矢
張
、
既

に
末
の
用
法
で
、
非
常
に
自
由
に
使
つ
て
居
る
。
さ
う
し
て
組
織
の
違
ふ
か﹅

む﹅
か﹅
ら﹅
を
作
る
国
、
を﹅
し﹅
物﹅
を
お
作
り
に
な
る
国
で
あ
る
。
此
意
味
と
を
す

国
と
い
ふ
語
と
で
は
大
分
相
違
が
あ
る
。
後
に
は
更
に
分
化
し
て
、
「
夜
の

を
す
国
」
な
ど
と
言
つ
て
、
治
め
る
意
味
の
敬
語
に
解
し
て
了
つ
て
ゐ
る
。

と
に
か
く
原
意
は
天
の
神
の
お
あ
が
り
に
な
る
食
べ
物
を
作
る
国
で
あ
つ
て
、

其
を
簡
単
に
を
す
国
と
言
ふ
の
は
、
言
葉
の
上
の
大
き
い
飛
躍
　
　
思
想
の

上
の
脱
略
が
あ
る
の
だ
。
其
を
考
へ
ね
ば
、
古
代
語
は
訣
ら
な
い
。

58古代中世言語論



そ
れ
が
、
形
式
に
な
る
と
、
も
つ
と
よ
く
訣
る
。
祝
詞
に
は
「
み
こ
と
も
ち
」

と
使
つ
て
居
り
、
此
用
法
は
み
こ
と
の
語
原
と
同
一
で
あ
る
。
紀
に
も
例
は

多
く
出
て
く
る
が
、
要
す
る
に
、
尊
い
お
方
の
命
令
を
伝
達
す
る
人
が
み
こ

と
も
ち
で
あ
る
。
み
こ
と
を
お
出
し
に
な
る
の
は
、
神
が
も
と
で
あ
る
か
ら
、

最
初
の
み
こ
と
も
ち
は
、
天
の
命
令
で
此
土
地
に
出
て
来
ら
れ
た
天
孫
す
め

み
ま
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
之
が
後
ま
で
残
つ
て
居
り
乍
ら
、
低
い
方
面
に
ば

か
り
み
こ
と
も
ち
の
語
が
残
つ
て
行
き
、
高
い
方
面
で
は
も
ち
が
夙
く
消
え

て
了
つ
た
。
天
子
の
御
こ
と
を
す
め
ら
み
こ
と
と
申
上
げ
る
の
は
、
す
め
ら

み
こ
と
も
ち
の
略
で
あ
る
。
す
め
ら
は
絶
対
的
尊
敬
の
語
で
、
之
も
後
に
は

天
子
に
関
す
る
こ
と
に
だ
け
固
定
す
る
。
が
と
に
か
く
、
此
み
こ
と
が
単
に

尊
い
人
に
使
ふ
と
い
ふ
だ
け
の
意
に
な
る
と
、
だ
ん
〳
〵
下
つ
て
来
て
、
貴
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族
の
家
で
も
母
の
み
こ
と
、
兄
の
み
こ
と
な
ど
と
使
つ
て
く
る
。
之
等
は
形

式
だ
け
の
尊
敬
で
あ
る
。
か
う
し
た
略
語
は
非
常
に
多
い
と
思
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

大
体
、
古
代
の
書
物
で
は
、
言
葉
の
興
味
と
い
ふ
も
の
が
、
其
書
物
に
よ
つ

て
違
つ
て
ゐ
る
。
記
・
紀
・
万
葉
・
風
土
記
な
ど
、
そ
れ
／
″
＼
に
、
其
伝

承
し
て
ゐ
る
語
彙
の
関
係
か
、
言
葉
の
好
み
が
違
つ
て
ゐ
る
様
だ
。
我
々
で

も
慣
れ
て
く
れ
ば
、
之
は
古
事
記
の
言
葉
、
之
は
万
葉
の
言
葉
と
い
ふ
風
な

こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
て
来
る
程
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
例
に
採
つ
て
見
た
い
う
た
て

な
ど
は
、
我
々
の
普
通
の
考
へ
で
は
、
平
凡
な
感
じ
の
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、

記
に
も
万
葉
に
も
出
て
く
る
。
古
事
記
に
は
二
ヶ
所
出
て
来
る
様
で
、
古
訓
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に
は
二
ヶ
所
と
も
さ
う
訓
ん
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
正
し
く
う
た
て
と
訓
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
一
ヶ
所
だ
と
思
ふ
。
其
は
下
巻
穴
穂
宮
の
段
に
、
大
長

谷
王
が
、
市
辺
之
忍
歯
王
を
誘
つ
て
近
江
へ
狩
に
ゆ
か
れ
た
時
、
忍
歯
王
が

翌
朝
早
く
、
大
長
谷
王
の
仮
宮
に
お
い
で
に
な
つ
た
事
に
就
い
て
、
其
侍
臣

達
が
大
長
谷
王
に
御
注
意
申
上
げ
る
言
葉
の
中
に
、

　
　
侍
其
大
長
谷
王
之
御
所
人
等
白
、
宇
多
弖
物
云
王
子
故
、
応
慎
亦
宜
堅

　
　
御
身
（
安
康
記
）

「
う
た
て
物
云
ふ
王
な
れ
ば
」
と
い
ふ
の
は
、
忍
歯
王
の
御
性
格
を
申
上
げ

た
言
葉
で
あ
る
。
平
安
朝
の
知
識
で
解
け
ば
、
「
あ
の
お
方
は
う
と
ま
し
く

も
物
を
言
ふ
お
方
だ
か
ら
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
う﹅
た﹅
て﹅
く﹅

も﹅
物
言
ふ
」
と
解
く
の
で
あ
る
が
、
之
で
い
ゝ
か
ど
う
か
は
問
題
だ
。
も
う
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一
ヶ
所
は
神
代
巻
、
天
照
大
神
と
素
戔
嗚
尊
と
の
う﹅
け﹅
ひ﹅
が
勝
さ
び
に
暴
れ

な
さ
る
条
「
猶
あ
し
き
こ
と
止
ま
ず
て
う
た
て
あ
り
」
と
あ
る
。
此
う
た
て

あ
り
の
訓
は
実
に
巧
妙
で
あ
る
が
、
ど
う
も
疑
は
し
い
訓
み
方
だ
。
素
戔
嗚

尊
の
悪
い
こ
と
が
止
ま
ず
に
、
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
う
た
て
あ
り
と
訓
む
よ

り
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
我
々
の
感
じ
で
は
、
ど
う
も
此
訓

は
平
安
朝
風
で
、
奈
良
朝
に
こ
ん
な
訓
み
方
が
あ
つ
た
か
は
疑
問
で
あ
ら
う
。

古
事
記
は
出
来
る
だ
け
古
い
匂
ひ
を
出
し
て
訓
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
一

語
が
、
古
く
は
無
か
つ
た
と
は
言
は
ぬ
が
、
奈
良
朝
な
ど
に
出
る
例
で
は
う

た
て
で
、
之
な
ら
ば
万
葉
に
も
例
が
多
く
、
う
た
て
あ
り
と
い
ふ
言
ひ
方
は

出
て
来
な
い
。
之
は
た
つ
た
一
つ
の
例
で
、
他
に
用
例
が
な
い
が
、
既
に
説

い
た
通
り
で
、
一
つ
だ
け
残
つ
て
居
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
と
も
か
く

62古代中世言語論



此
語
は
、
歌
の
上
に
は
出
て
来
な
い
。
万
葉
集
に
、
譬
へ
ば
、

　
　 
若  

月 
ミ
カ
ヅ
キ

の
さ
や
に
も
見
え
ず
、
雲
が
く
り
、
見
ま
く
ぞ
ほ
し
き
宇
多
手

　
　 
比  
日 
コ
ノ
ゴ
ロ

（
巻
十
一
、
二
四
六
四
）

三
日
月
で
は
な
い
が
、
は
つ
き
り
と
見
え
ぬ
。
だ
か
ら
三
日
月
の
雲
隠
れ
て

ゐ
る
や
う
に
見
た
い
も
の
だ
、
と
言
ひ
切
つ
て
置
い
て
、
此
頃
、
情
け
な
い

気
が
す
る
と
言
つ
て
居
る
。
情
け
な
い
こ
と
よ
、
こ
の
頃
は
、
と
言
ふ
の
だ
。

又
、

　
　
何
時
は
な
も
、
恋
ひ
ず
あ
り
と
は
あ
ら
ね
ど
も
、
得ウ
田タ
直テ
此
の
頃
恋
の

　
　
し
げ
し
も
（
巻
十
二
、
二
八
七
七
）

ど
ん
な
時
で
も
、
恋
ひ
焦
れ
な
い
で
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
時
は
な
い
け
れ
ど

も
、
あ
ゝ
情
け
な
い
、
こ
の
数
日
は
恋
ひ
心
で
一
ぱ
い
に
な
つ
て
了
つ
て
ゐ
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る
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
併
し
、
か
う
解
す
る
こ
と
が
、
既
に
平
安
朝
の

う
た
て
に
慣
れ
て
了
つ
て
ゐ
る
か
ら
か
も
知
れ
ぬ
。
平
安
朝
の
解
釈
で
は
、

う
た
て
を
其
意
味
に
解
い
て
差
支
へ
な
い
。
此
時
分
は
、
他
に
う
た
て
し
・

う
た
て
く
（
↓
う
た
て
き
）
な
ど
が
出
て
来
る
時
代
で
あ
る
。
う
た
て
は
近

代
に
は
色
々
の
形
が
出
て
ゐ
る
が
、
昔
は
整
つ
て
ゐ
な
い
。
古
い
所
で
は
う

た
て
あ
り
と
言
ひ
、
之
が
う
た
て
し
に
代
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く

も
万
葉
集
の
歌
を
、
か
う
い
ふ
風
に
解
い
て
了
ふ
の
は
、
問
題
で
あ
ら
う
。

我
々
の
解
釈
は
常
に
、
自
分
に
近
い
時
代
の
意
義
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
つ
ま

り
現
在
の
意
義
を
、
昔
の
語
に
あ
て
は
め
て
ゆ
く
と
い
ふ
解
き
方
で
、
之
は

ど
う
し
て
も
間
違
ひ
だ
と
思
ふ
。
万
葉
集
で
、
そ
ん
な
意
味
に
使
つ
て
ゐ
た

か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
平
安
朝
と
同
じ
意
味
に
使
ふ
為
に
は
、
必
ず
其
間
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に
変
化
が
あ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
に
は
う
た
ゝ
あ
り
が
あ
る
。
う
た
て
と
う
た
ゝ
と
は
同
じ
だ
と
い
ふ
気

が
す
る
が
、
既
に
転
と
い
ふ
字
を
う
た
ゝ
と
訓
ん
で
居
る
。
転
を
う
た
ゝ
と

訓
む
理
由
の
あ
つ
た
時
代
が
あ
る
。
宣
長
の
訓
は
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ら
う

が
、
も
う
少
し
考
へ
た
方
が
よ
か
つ
た
、
と
い
ふ
気
が
す
る
の
は
其
意
味
に

於
い
て
だ
。
字
鏡
で
は
漸
の
字
を
、
さ
う
訓
ん
で
居
り
、
状
態
が
転
じ
て
、

い
よ
〳
〵
甚
だ
し
く
な
つ
て
ゆ
く
こ
と
を
う
た
ゝ
と
言
つ
た
、
と
い
ふ
こ
と

だ
け
は
訣
る
。
だ
か
ら
訓
み
方
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
細
か
い
点
に
違
ふ
と

こ
ろ
が
あ
る
。
と
に
か
く
、
ど
う
に
も
か
う
に
も
訣
ら
ぬ
様
に
な
つ
た
と
い

ふ
感
じ
を
う
た
ゝ
と
言
つ
て
居
る
。
平
安
朝
の
例
で
言
ふ
と
、

　
　
思
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
ぬ
れ
ぬ
。
我
が
袖
は
　
う
た
ゝ
あ
る
野
べ
の
萩
の
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露
か
な
（
後
拾
遺
　
能
因
法
師
）

之
は
普
通
の
う
た
て
あ
り
の
意
味
で
は
解
さ
れ
な
い
。
「
物
思
ひ
も
無
い
の

に
袖
が
ぬ
れ
た
。
ど
う
考
へ
て
も
袖
の
ぬ
れ
た
の
が
訣
ら
ぬ
、
萩
の
露
よ
。
」

と
い
ふ
の
で
、
つ
ま
り
、
ひ
ど
い
状
態
は
事
実
だ
け
れ
ど
も
、
だ
ん
〳
〵
進

行
し
て
行
つ
た
点
は
卒
業
し
て
了
つ
て
居
る
。
た
ゞ
ひ
ど
い
、
と
い
ふ
事
だ
。

之
で
考
へ
る
と
、
大
抵
の
う
た
ゝ
は
ひ
ど
い
と
い
ふ
こ
と
ら
し
い
の
で
あ
る
。

素
戔
嗚
尊
の
所
で
も
、
嫌
な
こ
と
、
い
け
な
い
事
が
あ
つ
た
と
い
ふ
意
味
で
、

さ
う
訓
ん
だ
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
そ
れ
な
ら
、
う
た
ゝ
あ
り
と
訓
ん
だ

方
が
真
実
に
近
い
。
ど
ん
〳
〵
悪
い
こ
と
を
し
て
、
ど
う
に
も
か
う
に
も
手

に
お
へ
な
く
な
つ
て
了
つ
た
、
と
い
ふ
進
行
の
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
と
解
し

て
、
う
た
ゝ
あ
り
と
訓
む
方
が
適
切
だ
と
思
ふ
。
大
長
谷
王
の
方
の
例
で
は
、

66古代中世言語論



嫌
な
こ
と
を
言
ふ
人
だ
か
ら
、
と
い
ふ
の
は
、
災
ひ
に
な
る
事
を
言
ふ
人
だ

と
い
ふ
意
味
だ
が
、
さ
う
解
し
て
い
ゝ
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
我
々
は

解
釈
す
る
以
上
は
、
万
葉
集
は
万
葉
集
風
に
、
古
事
記
は
其
を
書
い
た
人
の

思
つ
た
で
あ
ら
う
風
に
解
き
た
い
も
の
だ
。
で
こ
ゝ
も
、
ど
う
も
ひ
ど
い
事

を
い
ふ
人
で
、
と
い
ふ
位
に
簡
単
に
解
し
て
置
い
て
い
ゝ
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
八

今
一
つ
考
へ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
日
本
文
の
表
現
法
で
は
、
昔
か

ら
副
詞
の
下
に
言
葉
を
省
く
の
で
あ
る
。
万
葉
集
の
様
な
律
文
に
な
る
と
、

之
が
一
層
は
つ
き
り
す
る
が
、
「
う
た
て
…
…
あ
る
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
省
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い
て
居
る
。
譬
へ
ば
、
今
の
例
で
も
、
「
う
た
て
か
た
ま
し
く
物
言
ふ
王
な

れ
ば
」
即
ち
、
非
常
に
ぐ﹅
ろ﹅
て﹅
す﹅
く﹅
な
恐
ろ
し
い
事
を
言
は
れ
る
王
だ
か
ら
、

と
言
ふ
様
な
こ
と
を
言
つ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。
万
葉
集
に
、
か
う

し
た
手
法
の
類
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
古
事
記
に
も
無
い
訣
は
な
い
。
三
日

月
の
歌
に
し
て
も
、
先
に
解
い
た
様
に
、
あ
ゝ
嫌
だ
、
う
と
ま
し
い
と
い
ふ

こ
と
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。
「
何
時
は
な
も
」
の
歌
に
な
る
と
、
少
く

と
も
、
「
恋
の
し
げ
し
も
」
を
う
た
て
が
形
容
し
て
居
る
。
此
「
う
た
て
此

の
頃
恋
の
し
げ
し
も
」
を
略
し
て
言
ふ
と
「
う
た
て
此
の
頃
」
に
な
つ
て
了

ふ
。
類
型
で
始
中
終
、
繰
返
し
て
ゐ
る
う
ち
に
は
、
又
あ
れ
か
と
思
ふ
か
ら
、

全
部
言
ひ
切
つ
て
了
ふ
必
要
が
な
く
な
つ
て
く
る
。
「
う
た
て
此
の
頃
」
と

言
へ
ば
、
「
う
た
て
此
の
頃
恋
の
し
げ
し
も
」
を
略
し
た
形
だ
と
誰
の
目
に
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も
訣
る
。
か
う
考
へ
て
来
る
と
、
前
の
解
釈
は
あ
れ
は
平
安
朝
流
の
解
釈
だ

と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
う
し
て
重
ね
て
使
つ
て
ゐ
る
間

に
、
自
ら
う
た
て
の
用
語
例
が
定
つ
て
来
る
。
つ
ま
り
何
時
で
も
類
型
表
現

を
す
る
か
ら
、
副
詞
価
値
が
自
然
に
定
ま
る
の
だ
。
同
時
に
、
「
恋
の
し
げ

し
も
」
と
言
は
な
く
て
も
、
其
が
「
う
た
て
此
の
頃
」
と
言
つ
た
言
葉
の
中

に
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
を
感
じ
て
来
る
。
は
つ
き
り
ど
の
言
葉
を
省
い

た
と
は
訣
ら
な
く
と
も
、
さ
う
い
ふ
傾
向
の
、
さ
う
い
ふ
内
容
の
言
葉
を
省

い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
訣
る
。
そ
の
省
い
た
形
が
、
三
日
月
の
歌
の

様
に
な
つ
て
表
は
れ
る
訣
だ
。
さ
う
定キマ
る
と
同
時
に
、
其
言
葉
に
は
非
常
な

負
担
を
持
た
せ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。
も
と
は
ひ
ど
く
、
と
て
も
ひ
ど
く
、

程
の
意
味
が
、
省
か
れ
た
語
の
内
容
ま
で
負
担
し
て
来
る
の
で
、
ひ
ど
く
情

69



け
な
い
、
ひ
ど
く
う
と
ま
し
い
な
ど
の
意
味
だ
と
思
は
れ
て
来
る
の
だ
。
語

原
論
と
い
ふ
も
の
は
、
語
原
を
尋
ね
て
ゆ
く
と
き
、
そ
の
又
先
に
、
語
原
が

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
。
で
、
今
の
知
識
で
、
時
に
合
理
的
に
適
合
す
る

と
い
ふ
だ
け
で
、
言
葉
そ
の
も
の
と
、
其
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
頭
と
の
、

時
代
が
違
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
不
自
然
が
起
る
の
は
寧
当
然
で
あ
る
。
上

に
は
上
の
語
原
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
ゝ
の
例
も
、
こ
れ
で
う
た
て
の
説
明
が

出
来
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
。

う
た
ゝ
の
次
に
来
る
言
葉
が
、
情
け
な
い
の
意
味
で
な
い
う
た
ゝ
が
あ
る
。

源
氏
物
語
の
例
に
、
（
源
氏
だ
と
か
、
枕
草
子
だ
と
か
は
、
成
立
年
代
も
は

つ
き
り
し
て
ゐ
る
が
、
他
の
も
の
、
例
へ
ば
宇
津
保
物
語
に
し
て
も
、
狭
衣

物
語
に
し
て
も
、
果
し
て
其
時
代
に
出
来
て
ゐ
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
る
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点
が
多
い
の
で
、
言
語
の
歴
史
を
正
確
に
見
て
ゆ
か
う
と
い
ふ
資
料
と
し
て

は
不
安
で
あ
る
。
）

　
　
「
い
と
う
た
て
ゆ
ゝ
し
き
御
こ
と
な
り
。
な
ど
て
か
、
さ
ま
で
は
お
は

　
　
す
る
…
…
」
（
源
氏
、
柏
木
）

普
通
は
、
「
非
常
に
情
け
な
く
嫌
な
事
で
す
。
何
故
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
…

…
」
と
い
ふ
風
に
解
釈
し
て
居
る
。
此
文
章
を
見
る
と
、
う
た
て
が
ゆ
ゝ
し

を
形
容
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
が
、
或
は
う
た
て
も
ゆ
ゝ
し
も
同
格
な
の
か

も
知
れ
ぬ
。
つ
ま
り
「
う
た
て
く
も
あ
り
、
ゆ
ゝ
し
く
も
あ
り
」
と
見
る
の

で
、
さ
う
取
る
の
が
通
例
に
な
つ
て
ゐ
る
。
併
し
う
た
て
は
大
抵
の
場
合
、

極
端
な
る
副
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
ゝ
も
ゆ
ゝ
し
を
限
定
し
て
、
「
ひ
ど

く
ゆ
ゝ
し
い
」
と
い
ふ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ど
こ
か
で
う
た
ゝ
の
古
い
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意
味
を
利
か
し
て
使
つ
て
ゐ
る
の
で
、
時
々
、
古
い
意
味
が
反
省
さ
れ
て
は
、

使
は
れ
て
来
る
。
う
た
て
は
ひ
ど
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
大
抵
の
場
合
「
う

た
て
…
…
あ
り
」
と
嫌
な
も
の
に
つ
け
て
使
つ
て
く
る
。
さ
う
い
ふ
傾
向
の

言
葉
に
か
ゝ
る
習
慣
が
つ
い
て
来
る
と
、
こ
ん
ど
は
う
た
て
だ
け
で
、
嫌
な

こ
と
を
表
す
様
に
な
る
。
だ
か
ら
「
う
た
て
…
…
あ
り
」
と
其
空
間
に
挿
入

す
べ
き
言
葉
が
、
だ
ん
〳
〵
動
い
て
来
て
結
局
、
形
容
詞
に
な
つ
て
了
ふ
の

で
あ
る
。

之
と
同
じ
く
、
万
葉
集
に
は
非
常
に
よ
く
用
ゐ
ら
れ
て
、
亡
び
て
了
つ
た
語

に
も
と
な
が
あ
る
。
之
も
訣
ら
ぬ
言
葉
の
一
つ
で
、
心
許
な
い
な
ど
と
訳
す

の
は
、
一
番
素
樸
な
解
釈
で
あ
る
が
、
之
も
結
局
は
ひ
ど
い
と
い
ふ
意
味
の

語
ら
し
く
、
「
ひ
ど
い
…
…
」
と
い
ふ
後アト
の
語
を
省
い
て
了
ふ
。
係
る
言
葉
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を
落
し
て
使
つ
て
ゐ
る
の
で
、
之
だ
け
を
い
く
ら
解
剖
し
て
み
て
も
訣
る
筈

は
な
い
。
「
ま
な
か
ひ
に
も
と
な
か
ゝ
り
て
安
寝
ヤ
ス
イ
し
な
さ
ぬ
」
（
万
葉
巻
五
）

は
、
安
眠
が
出
来
ぬ
、
あ
ゝ
ひ
ど
い
こ
と
だ
、
と
言
つ
て
ゐ
る
の
で
、
副
詞

だ
け
で
、
動
詞
の
意
味
ま
で
を
含
ん
で
了
つ
て
ゐ
る
用
法
で
あ
る
。

之
が
平
安
朝
の
言
葉
の
一
の
特
徴
で
あ
る
。
我
々
の
知
つ
て
ゐ
る
平
安
朝
の

文
学
は
、
ご
く
狭
い
社
会
に
於
い
て
、
話
し
た
り
読
ん
だ
り
し
て
ゐ
た
の
で
、

話
し
て
ゐ
る
言
葉
は
、
幾
分
く
ら
し
っ
く
に
書
い
て
居
り
、
訣
つ
て
居
る
範

囲
が
狭
い
の
だ
か
ら
、
略
し
て
も
皆
に
訣
る
の
で
あ
る
。
京
都
の
貴
族
の
中

に
も
、
始
中
終
宮
廷
に
出
入
り
し
て
ゐ
る
様
な
人
に
だ
け
、
訣
る
範
囲
で
整

理
し
て
使
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
略
語
が
い
く
ら
も
行
は
れ
て
ゆ
く
の
だ
。
言

葉
を
い
く
ら
も
造
る
代
り
に
は
、
一
方
に
い
く
ら
で
も
忘
れ
て
ゆ
く
。
一
種
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の
失
語
症
で
、
譬
へ
ば
、
も
の
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
を
、
無
暗
に
使
つ
て
居

る
。
尤
、
そ
れ
で
訣
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
。
と
に
か
く
、
出
来
る
だ
け
言
葉

を
省
か
う
と
す
る
一
種
の
努
力
　
　
と
い
ふ
よ
り
は
、
懶
惰
な
力
が
漲
つ
て

居
る
。
其
を
考
へ
な
け
れ
ば
、
平
安
朝
の
物
語
類
に
出
て
来
る
う
た
ゝ
は
訣

ら
な
い
。
こ
ゝ
ま
で
考
へ
て
く
れ
ば
、
始
め
て
、
宣
長
が
平
安
朝
式
に
う
た

て
あ
り
と
訓
ん
だ
の
も
、
幾
分
は
助
か
つ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ひ
ど
い
と
解

釈
す
れ
ば
訣
る
の
で
あ
る
。

平
安
朝
に
、
幾
ら
で
も
出
て
来
る
語
に
今
一
つ
あ
さ
ま
し
と
い
ふ
語
。
源
氏

物
語
の
語
彙
を
、
嘗
て
集
め
て
み
よ
う
と
し
た
事
が
あ
つ
た
が
、
其
を
止
め

さ
せ
て
了
つ
た
の
は
、
こ
の
あ
さ
ま
し
が
あ
ん
ま
り
多
く
て
、
切
り
が
な
い

か
ら
で
あ
つ
た
。
之
も
大
抵
は
、
近
代
の
意
味
で
情
け
な
い
と
か
、
人
の
事
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を
非
難
し
て
諦
め
の
気
持
を
持
つ
た
と
い
ふ
言
葉
に
感
じ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で

も
、
物
語
日
記
類
を
よ
く
読
む
人
は
、
そ
れ
で
は
飽
き
足
り
ぬ
の
で
、
私
ど

も
も
之
を
、
た
ま
げ
る
な
ど
と
訳
し
て
居
る
。
宣
長
も
さ
う
言
つ
て
ゐ
る
様

だ
。
つ
ま
り
、
あ
さ
ま
し
は
自
分
の
方
で
も
浅
い
こ
と
を
自
覚
す
る
意
味
で

あ
る
。
あ
さ
む
の
形
容
詞
化
し
た
も
の
だ
。
副
詞
に
も
あ
さ
は
か
（
↓
あ
さ

む
）
な
ど
が
あ
る
が
、
自
分
な
が
ら
自
分
の
心
の
狭
い
の
に
驚
く
と
い
ふ
言

葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
ま
げ
る
と
訳
さ
な
け
れ
ば
、
気
持
が
出
な
い
。

　
　
「
か
ゝ
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
、
あ
さ
ま
し
き

　
　
ま
で
目
を
お
ど
ろ
か
し
給
ふ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
、
桐
壺
）

之
を
近
代
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
情
け
な
い
と
思
ふ
程
、
慎
し
み
も
な
く
愕
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い
た
」
と
、
な
る
が
、
そ
ん
な
解
釈
が
誤
つ
て
居
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
た
ま
げ
る
程
に
目
を
見
開
い
た
、
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

又
、
夕
顔
の
段
に
も
、

　
　
「
人
の
気
配
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
」

之
も
亦
、
情
け
な
い
程
に
、
ぐ
に
や
〳
〵
し
て
ゐ
て
、
と
い
ふ
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
容
子
が
た
ま
げ
る
程
に
、
や
は
〳
〵
と
し
て
鷹
揚
で
あ
る
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
更
に
、
も
つ
と
い
ゝ
意
味
に
あ
さ
ま
し
の
つ
い
て
ゐ
る
例
も
あ

る
。
と
も
か
く
、
「
あ
さ
ま
し
く
…
…
な
り
」
と
い
ふ
形
で
あ
つ
た
も
の
が

簡
略
化
さ
れ
て
来
る
訣
だ
か
ら
、
結
局
、
言
葉
を
省
く
窮
極
に
は
、
「
あ
さ

ま
し
く
美
し
く
」
、
「
あ
さ
ま
し
く
清
ら
に
」
と
い
ふ
様
な
文
句
で
も
、
皆
、

あ
さ
ま
し
で
代
表
し
て
表
現
し
て
了
ふ
こ
と
に
な
る
。
さ
う
し
て
、
ど
ん
な
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内
容
で
も
、
皆
た
ま
げ
る
と
訳
し
て
了
つ
て
ゐ
る
。
あ
さ
ま
し
に
続
く
動
詞

・
形
容
詞
を
省
い
て
了
ふ
の
で
、
表
面
上
の
形
と
し
て
も
、
あ
さ
ま
し
と
い

ふ
終
止
形
で
、
ど
ん
な
意
味
を
も
表
し
、
そ
の
中
で
、
あ
ゝ
嫌
だ
と
い
ふ
気

持
を
持
つ
た
意
味
の
方
が
勝
を
占
め
て
く
る
と
、
後
世
の
様
に
な
つ
て
了
ふ

訣
で
あ
る
。
源
氏
で
も
、
そ
の
意
味
の
場
合
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の

時
分
の
あ
さ
ま
し
は
今
の
あ
さ
ま
し
そ
の
ま
ゝ
で
は
な
い
。
「
あ
さ
ま
し
く

…
…
な
り
」
の
形
で
、
中
間
を
省
き
、
あ
さ
ま
し
で
、
そ
の
省
い
た
も
の
を

表
は
し
て
居
る
点
は
、
先
の
う
た
て
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
、

す
べ
て
の
心
の
過
程
を
示
す
の
で
あ
る
。
結
局
、
あ
さ
ま
し
は
後
世
は
非
常

に
一
方
に
傾
い
た
言
葉
に
な
る
。
あ
さ
ま
し
く
に
軽
蔑
の
意
味
を
感
じ
て
来

る
の
は
、
あ
さ
の
一
語
に
よ
る
の
だ
と
思
ふ
。
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九

も
つ
と
訣
り
易
い
例
に
、
わ
り
な
し
が
あ
る
。
是
は
こ
と
わ
り
な
し
と
同
じ

で
、
説
明
す
る
事
が
出
来
ぬ
、
名
状
し
難
い
、
言
ひ
表
は
し
得
な
い
、
な
ど

の
意
に
使
つ
て
居
る
が
、
之
も
亦
、
も
と
は
「
わ
り
な
く
…
…
な
り
」
と
い

ふ
の
を
、
わ
り
な
し
の
一
句
で
代
表
さ
せ
て
来
た
の
だ
。
説
明
の
出
来
ぬ
の

は
、
無
暗
や
た
ら
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
り
な
し
と
言
へ
ば
直
ぐ
に
、
無
暗

や
た
ら
だ
、
の
意
に
な
つ
て
来
る
。
で
始
め
か
ら
わ
り
な
し
が
独
立
し
て
ゐ

た
言
葉
の
様
に
考
へ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
無
理
な
、
自
分
勝
手
な
使
ひ
方

は
出
来
ぬ
訣
だ
け
れ
ど
も
、
皆
が
使
つ
て
ゐ
る
中
に
は
自
分
達
の
聯
想
を
出
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来
る
だ
け
入
れ
て
、
お
終
ひ
に
は
割
る
事
が
出
来
ぬ
な
ど
と
感
じ
て
も
く
る
。

或
は
亦
、
い
た
く
と
い
ふ
例
が
あ
る
。
「
い
た
く
…
…
な
り
」
と
い
ふ
副
詞

が
あ
つ
て
、
そ
の
経
験
を
積
ん
で
来
る
と
、
中
間
を
省
い
て
、
い
た
し
や
な

ど
と
だ
け
言
ふ
様
に
な
る
。
「
い
た
く
…
…
で
あ
る
」
の
略
で
あ
る
が
、
い

た
し
が
、
ほ
ゞ
其
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
い
た
し
や
に
戻
つ
て
く
る
訣

だ
。
形
容
詞
の
活
用
で
は
、
終
止
形
の
成
立
は
却
て
遅
く
、
最
初
は
、
副
詞

の
形
の
く
・
し
く
が
出
て
、
之
か
ら
次
第
に
発
達
し
た
も
の
ら
し
い
。
我
々

の
持
つ
て
居
る
形
容
詞
が
、
何
時
の
間
に
か
、
今
の
活
用
形
を
持
つ
た
も
の

だ
け
を
、
さ
う
言
ふ
や
う
に
な
つ
て
、
形
も
整
頓
さ
れ
て
了
つ
た
。
併
し
、

あ
り
を
含
ん
だ
「
と
あ
り
・
く
あ
り
・
た
り
・
な
り
・
か
り
」
な
ど
を
形
容

詞
と
称
し
て
ゐ
る
人
も
あ
つ
て
、
之
は
便
宜
上
さ
う
呼
ん
で
ゐ
る
訣
で
あ
る
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が
、
意
味
に
於
い
て
は
変
り
な
い
。
即
ち
、
昔
の
形
容
詞
で
は
、
副
詞
の
形

で
、
其
下
に
あ
り
が
あ
り
、
其
中
間
に
言
葉
を
挿
ん
で
来
る
も
の
、
「
　
　

く
…
…
あ
り
」
の
形
が
、
完
全
な
形
容
詞
の
形
で
あ
つ
た
の
だ
。
た
ゞ
其
中

間
に
挿
入
す
る
言
葉
は
複
雑
な
も
の
を
入
れ
て
来
る
。
か
や
う
に
し
て
、
形

容
詞
句
が
出
来
る
の
だ
が
、
之
が
日
本
の
形
容
詞
の
始
ま
り
、
や
が
て
、
く

・
し
く
の
形
に
、
終
止
形
の
し
が
発
達
し
て
来
る
の
だ
。

「
　
　
く
…
…
あ
り
」
の
形
は
、
夙
く
か
ら
用
意
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
其
中
間

に
、
言
葉
を
幾
つ
も
挿
ん
で
く
る
の
で
、
そ
の
う
ち
に
「
　
　
く
」
の
部
分

だ
け
が
独
立
し
て
副
詞
と
な
り
、
あ
り
を
捨
て
ゝ
、
中
間
に
挿
入
す
る
所
に

出
来
て
来
る
の
が
、
即
ち
形
容
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
な
り
・
た
り
・
か
り

を
形
容
詞
の
中
へ
入
れ
よ
う
と
言
ふ
の
に
も
、
根
拠
だ
け
は
あ
る
訣
だ
。
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譬
へ
ば
、
万
葉
集
に
用
語
例
の
多
い
な
く
に
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
か
な
り

人
気
の
あ
る
語
で
、
万
葉
集
以
前
に
は
、
そ
ん
な
に
流
行
し
た
と
も
思
は
れ

ず
、
又
其
以
後
も
、
段
々
す
た
れ
て
行
つ
て
了
ふ
が
、
平
安
朝
で
は
ま
だ
少

し
残
つ
て
居
る
。
之
は
否
定
の
助
動
詞
ぬ
に
く
を
つ
け
て
な
く
と
体
言
化
さ

せ
、
其
に
副
詞
語
尾
の
に
を
つ
け
た
も
の
で
（
譬
へ
ば
、
思
は
ぬ
↓
思
は
な

く
↓
思
は
な
く
に
）
、
正
確
な
使
ひ
方
は
、
之
も
其
形
は
残
つ
て
ゐ
な
い
が

「
思
は
な
く
に
あ
り
」
で
あ
つ
た
ら
う
。
其
あ
り
を
省
い
て
、
皆
な
く
に
で

済
ま
し
て
居
る
。
切
つ
て
了
ふ
と
言
ひ
残
し
が
あ
る
訣
だ
か
ら
、
反
動
的
な

詠
歎
的
な
気
持
が
出
て
来
る
。
だ
か
ら
、
之
を
な
い
の
に
と
訳
す
の
は
邪
道

で
は
な
く
と
も
、
ま
づ
い
解
釈
で
、
な
い
こ
と
よ
と
言
ふ
の
が
本
道
で
あ
る
。

既
に
万
葉
集
で
も
、
そ
れ
が
あ
つ
て
、
「
お
の
が
ゆ
く
道
は
行
か
ず
て
、
呼
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ば
な
く
に
、
門
に
到
り
ぬ
…
…
」
（
巻
九
）
な
ど
は
、
「
呼
ば
な
い
の
に
」

と
訳
す
よ
り
仕
方
の
な
い
使
ひ
方
だ
。
門
に
到
り
ぬ
に
続
い
て
ゐ
る
の
だ
か

ら
、
「
呼
ば
な
い
こ
と
よ
」
と
切
れ
る
筈
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
他
に
も
同

じ
や
う
な
例
が
あ
つ
て
、
と
に
か
く
、
集
中
で
も
う
変
化
を
見
せ
て
居
る
。

か
う
い
ふ
変
化
は
、
を
に
も
見
ら
れ
る
。
本
来
感
動
の
助
詞
で
あ
る
が
、
逆

の
場
合
の
感
動
、
即
ち
、
の
に
と
い
ふ
べ
き
所
へ
、
を
を
つ
け
て
「
…
…
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
…
…
」
と
は
ね
返
る
様
な
意
味
の
使
ひ
方
を
し
て
居
り
、

場
合
に
よ
る
と
「
ゆ
く
人
を
ば
恋
し
く
思
ふ
」
と
い
ふ
風
な
、
客
語
の
語
尾

に
も
使
つ
て
来
て
居
る
の
が
あ
る
。
と
に
か
く
、
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
、
切

れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
と
、
次
の
語
に
続
い
て
ゐ
て
、
感
じ
で
ゆ
く
、
と
い
ふ
習

慣
の
あ
る
も
の
だ
。
な
く
に
も
あ
り
を
省
い
て
ゐ
る
言
葉
と
訣
つ
て
ゐ
る
の
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に
、
「
…
…
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
」
と
い
ふ
意
味
に
用
ゐ
て
来

る
。

ね
と
い
ふ
語
も
之
と
同
じ
で
、
「
人
こ
そ
知
ら
ね
か
わ
く
間
も
な
し
」
な
ど

は
、
こ
の
法
と
し
て
は
、
知
ら
ね
で
切
れ
る
筈
で
あ
る
の
に
、
下
の
語
に
続

い
て
居
る
。

か
う
い
ふ
現
象
は
、
長
い
間
の
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。
万
葉
集
の
な
く
に
の

中
に
、
「
…
…
な
の
に
」
な
ど
と
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
用
法
が
あ
る
の
は
、

意
義
の
変
化
、
聯
想
の
変
化
で
あ
つ
て
、
少
く
と
も
此
変
化
だ
け
は
知
つ
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
平
安
朝
に
入
つ
て
は
、
も
う
あ
り
の
下
に
つ
い
て
ゐ
た

事
を
忘
れ
て
了
つ
て
、
悉
く
が
、
「
…
…
な
の
に
」
の
使
ひ
方
に
な
つ
て
了

ふ
。
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か
う
し
た
例
は
、
ま
だ
多
く
あ
る
が
、
も
う
一
つ
あ
げ
て
み
る
と
、
例
へ
ば

我
々
が
、
ゆ﹅
﹅ゝ

し﹅
」
意
味
を
も
分
派
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
経
路
と
事
情
と
は
、
あ
は
れ
の
語
に
就
い
て
も
言
へ
る
と
思
ふ
。
あ
は

れ
な
ど
は
、
伝
説
の
上
で
は
高
天
原
以
来
の
語
で
あ
る
と
信
じ
て
居
る
が
、

恐
ら
く
さ
う
で
も
あ
る
ま
い
。
一
体
、
日
本
の
言
語
だ
け
か
ら
考
へ
て
も
、

日
本
の
民
族
の
歴
史
は
、
短
く
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
こ
の
言
語
の
長
さ
が
、

果
し
て
こ
の
国
土
に
移
り
住
ん
で
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
そ
の
以
前

の
国
土
に
居
つ
た
時
か
ら
の
続
き
で
あ
る
か
は
訣
ら
ぬ
が
、
と
も
か
く
も
、

言
語
だ
け
を
見
て
も
、
紀
元
年
数
な
ど
よ
り
は
遥
に
古
い
と
い
ふ
感
じ
が
す

る
。
其
は
と
も
か
く
と
し
て
、
あ
は
れ
は
果
し
て
始
め
か
ら
色
々
な
内
容
を

持
つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
。
恐
ら
く
当
初
は
、
感
動
の
語
と
し
て
単
純
な
も
の
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で
あ
つ
た
の
を
、
使
は
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
内
容
が
多
く
な
り
、
含
蓄
が
豊
富

に
な
つ
て
来
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
即
ち
其
は
「
あ
は
れ
…
…
に
て
あ
り
」

と
し
て
、
そ
の
中
間
に
挿
入
し
た
言
葉
が
沢
山
あ
つ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
あ

は
れ
に
限
定
さ
れ
た
感
情
の
種
類
が
幾
つ
も
あ
つ
て
、
其
等
が
あ
は
れ
に
だ

け
、
印
象
的
に
残
つ
て
来
て
居
る
の
だ
と
思
ふ
。
そ
の
為
に
、
我
々
に
は
、

あ
は
れ
の
内
容
が
幾
通
り
に
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
な
し
も
同
類
で
、
「
か
な
し
く
…
…
あ
り
」
の
形
で
使
は
れ
た
時
代
が
あ

つ
て
、
そ
の
中
間
に
囲
ま
れ
た
言
葉
が
幾
つ
も
あ
つ
た
。
其
等
の
意
味
が
、

か
な
し
の
一
語
の
中
に
含
め
ら
れ
、
い
ろ
〳
〵
の
表
情
を
潜
め
て
来
る
訣
で

あ
る
。
尤
、
か
な
し
だ
け
に
は
少
し
く
問
題
は
あ
る
が
、
今
ま
で
挙
げ
て
来

た
例
は
、
皆
そ
れ
で
説
明
出
来
る
。
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一
〇

平
安
朝
で
は
、
副
詞
が
非
常
に
発
達
し
て
居
る
。
平
安
朝
の
言
葉
は
、
宮
廷

の
言
葉
、
即
ち
一
種
の
内
裏
語
で
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
う
一
つ
は
、
当
代
の
文
献
が
夙
に
好
み
を
持
た
れ
て
研
究
せ
ら
れ
た
。

同
時
に
そ
の
時
代
の
調
子
の
歌
が
多
く
行
は
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
理
由
が
、

日
本
の
文
法
を
平
安
朝
を
基
礎
と
し
て
出
発
せ
し
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
平

安
朝
の
言
語
の
、
美
し
く
見
え
る
必
然
性
は
あ
る
が
、
平
安
朝
以
外
に
も
、

そ
れ
／
″
＼
言
語
の
美
し
い
時
代
は
勿
論
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。
奈
良
朝
に
も
、

美
し
い
型
の
出
て
来
て
ゐ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
内
裏
語
と
い
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ふ
も
の
が
、
前
代
以
来
だ
ん
〳
〵
完
成
に
近
づ
い
て
来
た
時
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
時
代
に
日
本
語
の
、
古
く
か
ら
特
徴
を
持
つ
て
ゐ
た
副
詞
が
発
達
し
て

来
る
の
は
、
訣
る
と
思
ふ
。
形
容
詞
に
は
、
発
達
せ
ぬ
理
由
が
あ
つ
た
。
つ

ま
り
、
副
詞
と
あ
り
と
で
形
容
詞
を
作
つ
て
居
り
、
言
は
ゞ
大
き
な
形
容
詞

句
を
作
つ
て
居
つ
た
の
だ
。
だ
か
ら
副
詞
が
発
達
し
た
の
は
、
そ
の
句
か
ら

独
立
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
形
容
詞
が
発
達
し
た
の
と
同
じ
こ

と
に
な
る
。
そ
の
証
明
と
し
て
、
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
置
く
。

い
と
ゞ
と
い
ふ
語
は
非
常
に
特
徴
の
あ
る
語
で
あ
る
が
　
　
。

　
　
い
と
ゞ
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
、
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
波

　
　
か
な
（
伊
勢
物
語
）

い
と
ゞ
し
く
（
同
時
に
い
と
ゞ
も
）
は
ひ
ど
く
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
「
一
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層
ひ
ど
く
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
用
語
例
を
見
る
と
、
い
と
ゞ
し

く
も
い
と
ゞ
も
、
「
さ
う
で
は
な
く
と
も
、
か
う
〳
〵
だ
の
に
一
層
…
…
」

と
い
ふ
意
味
に
使
つ
て
居
る
。
つ
ま
り
、
い
と
ゞ
し
く
が
、
文
章
の
た
ゞ
一

ヶ
所
に
関
係
を
結
ん
で
ゐ
る
だ
け
で
な
く
、
一
ヶ
所
以
上
に
関
係
が
あ
る
。

　
　
年
を
経
て
、
住
み
こ
し
里
を
い
で
ゝ
い
な
ば
、
い
と
ゞ
深
草
野
と
や
な

　
　
り
な
ん
（
伊
勢
物
語
）

の
歌
で
み
て
も
、
「
さ
う
で
な
く
て
も
草
の
深
い
と
こ
ろ
だ
の
に
…
…
」
と

い
と
ゞ
は
深
草
に
関
係
し
、
同
時
に
「
い
と
ゞ
野
と
や
な
り
な
ん
」
に
も
係

つ
て
居
る
。
か
う
い
ふ
風
に
、
副
詞
の
中
に
は
、
両
頭
を
持
つ
た
も
の
が
あ

る
。
源
氏
物
語
の
中
で
も
「
も
と
よ
り
荒
れ
た
る
宮
の
う
ち
、
い
と
ゞ
狐
の

す
み
か
に
な
り
て
…
…
」
（
蓬
生
）
初
手
か
ら
荒
れ
て
ゐ
た
常
陸
の
宮
の
お
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邸
が
、
そ
の
後
、
一
層
ひ
ど
く
荒
れ
た
こ
と
を
言
ふ
と
こ
ろ
だ
。
即
ち
、

「
さ
う
で
な
く
て
す
ら
も
荒
れ
て
ゐ
た
お
宮
の
う
ち
が
、
一
層
ひ
ど
く
…
…
」

で
、
こ
の
場
合
の
い
と
ゞ
は
、
「
荒
れ
た
る
」
に
関
係
を
持
ち
、
同
時
に
、

文
法
的
に
言
へ
ば
な
り
（
す
み
か
に
な
り
）
に
係
つ
て
ゆ
く
。
い
く
ら
で
も

例
は
あ
げ
ら
れ
る
が
、
と
に
か
く
、
か
う
い
ふ
風
に
、
頭
と
尻
尾
に
、
二
つ

ひ
つ
か
ゝ
る
。
さ
う
し
て
、
殆
ど
の
場
合
、
其
語
の
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

完
全
な
文
法
的
の
位
置
に
は
居
な
い
の
で
あ
る
。
ず
つ
と
、
文
章
の
先
の
方

へ
出
て
行
つ
て
了
ふ
の
で
、
其
為
に
、
ど
の
語
に
係
つ
て
ゐ
る
か
訣
ら
ぬ
程
、

そ
れ
だ
け
又
効
果
が
広
く
及
ぶ
訣
で
も
あ
る
。
文
法
式
の
文
章
の
論
理
か
ら

は
、
外
れ
よ
う
〳
〵
と
し
て
居
る
の
だ
。
出
来
る
だ
け
自
分
達
の
職
分
を
伸

ば
し
て
ゆ
か
う
と
し
て
、
幾
様
に
も
感
じ
を
つ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
決
し
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て
、
簡
単
に
、
こ
の
語
は
こ
ゝ
に
係
る
な
ど
と
は
言
へ
な
い
。
係
れ
る
だ
け
、

拡
が
つ
て
係
つ
て
居
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
出
来
る
だ
け
副
詞
の
職
分
を
拡

張
し
延
長
し
よ
う
と
努
め
て
来
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

後
期
王
朝
時
代
が
過
ぎ
て
武
家
の
時
代
に
な
り
、
寺
家
の
生
活
が
入
り
、
農

民
の
生
活
が
入
つ
て
来
る
と
、
言
語
の
中
心
は
、
何
時
ま
で
も
内
裏
語
だ
け

で
は
ぢ﹅
つ﹅
と﹅
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
文
学
語
と
し
て
固
定
し
て
了
ひ
、
一
般

の
言
葉
は
、
又
新
し
い
中
心
を
求
め
て
、
長
い
煩
悶
を
続
け
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　12

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年3

月25

日
初
版
発
行

初
出
：
「
昭
和
十
四
年
度
国
学
院
大
学
夏
季
国
語
教
育
講
座
講
演
筆
記
」

　
　
　
「
国
学
院
雑
誌
　
第
四
十
六
巻
第
三
号
」

　
　
　1940

（
昭
和15
）
年3
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
十
四
年
度
国
学
院
大
学
夏
季

国
語
教
育
講
座
講
演
筆
記
。
昭
和
十
五
年
三
月
「
国
学
院
雑
誌
」
第
四
十
六

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

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-
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86
）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2009

年4

月11
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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