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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
な
ば
け
ぬ
か
に

　
　
道
に
逢
ひ
て
ゑ
ま
す
が
か
ら
に
、  

零
雪
乃
消
者
消
香
二
恋
云  

フ
ル
ユ
キ
ノ
ケ
ナ
バ
ケ
ヌ
カ
ニ
コ
フ
ト
フ

わ
ぎ
も

　
　
（
万
葉
巻
四
）

　
　
…
…
ま
つ
ろ
は
ず
立
ち
対
ひ
し
も
、
露
霜
之
消
者
消
倍
久

ケ
ナ
バ
ケ
ヌ
ベ
ク
、
ゆ
く
鳥
の

　
　
あ
ら
そ
ふ
は
し
に
、
（
同
巻
二
）

　
　
　
　
一
云
ふ
、
朝
露
之
消
者
消
言
（
香○

か
と
云
ふ
）
爾
う
つ
そ
み
と
あ

　
　
　
　
ら
そ
ふ
は
し
に

私
は
、
今
の
場
合
、
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
」
を
主
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
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は
な
い
。
だ
が
、
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
此
か
ら
解
説
し
て
置
か
ね
ば
な
ら

ぬ
気
が
す
る
。
此
は
、
霜
・
雪
を
以
て
序
歌
と
し
て
ゐ
る
。
露
を
以
て
す
る

も
の
も
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
万
葉
集
に
あ
る
例
は
、

極
め
て
倖
に
し
て
残
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
外
に
幾
万
倍
の
実
際
作
例

が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
所
謂
「
文
法
」
に
お
い
て
扱
ふ
所
の
、
除
外
例
な

る
も
の
が
、
当
時
に
却
て
通
例
だ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
譬
へ
ば
、
「
け
な

ば
け
ぬ
か
に
」
な
ど
に
お
い
て
、
殊
に
そ
ん
な
心
構
へ
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
心
持
ち
が
す
る
の
で
あ
る
。
其
と
今
一
つ
は
、
此
「
か
に
」
系
統
の

発
想
法
は
、
散
文
に
は
見
出
し
難
い
事
で
は
な
か
つ
た
か
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

律
語
が
文
章
の
主
要
形
式
で
あ
つ
た
時
代
だ
か
ら
、
未
完
成
で
あ
つ
た
散
文

体
に
、
此
一
類
の
類
型
を
持
ち
込
む
ま
で
に
は
、
ま
だ
到
つ
て
居
な
か
つ
た
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の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
わ
が
宿
の
夕
影
草
の
「
白
露
之 

消  

蟹 

ケ
ヌ
カ
ニ

」
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
万

　
　
葉
巻
四
）

　
　
秋
づ
け
ば
、
尾
花
が
上
に
「  

置
露
乃
応
消
毛  

オ
ク
ツ
ユ
ノ
ケ
ヌ
ベ
ク
モ

」
吾
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
（
同
巻
八
）

　
　
…
…
心
は
よ
り
て
「
朝
露  

之
消
者
可
消  

ノ
ケ
ナ
バ
ケ
ヌ
ベ
ク

」
恋
ふ
ら
く
も
　
著シル
く
も
あ

　
　
へ
る
隠
り
づ
ま
か
も
（
同
巻
十
三
）

「
べ
く
」
の
例
で
は
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
同
型
で
あ
る
こ
と
は
、
言
ふ

を
俟
た
な
い
。
そ
の
上
に
言
つ
て
よ
い
事
は
、
全
体
と
し
て
、
「
か
に
」
よ

り
は
、
「
べ
く
」
の
方
が
、
近
代
的
な
感
触
を
持
た
せ
た
発
想
法
で
あ
り
、

文
法
で
も
あ
つ
た
と
言
ふ
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
更
に
、
端
的
に
「
け
ぬ
べ
く
」
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を
固
定
し
て
行
つ
た
ら
し
い
も
の
に
多
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
べ
く
」
を
以
て
し
た
万
葉
に
現
存
す
る
例
で
は
、
「
露
」
と
「
雪
」
と
が
、

数
を
争
ふ
程
、
人
気
の
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
我
々
が
最

妥
当
性
を
感
じ
る
霜
に
お
い
て
は
、
却
て
尠
く
な
つ
て
来
て
居
る
。
だ
が
、

当
時
実
際
の
歌
謡
界
に
お
い
て
、
さ
う
で
あ
つ
た
と
言
ふ
訣
に
は
行
か
な
い

と
考
へ
る
。

「
失
す
」
「
過
ぐ
」
或
は
「
立
つ
」
な
ど
を
起
す
の
が
慣
用
で
あ
る
所
の
、

霧
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
す
ら
あ
る
。

　
　
思
ひ
出
づ
る
時
は
　
す
べ
な
み
、
佐
保
山
に
「 

立 

雨 

霧 

乃 

応 

消  

タ
ツ
ア
マ
ギ
リ
ノ
ケ
ヌ
ベ
ク

」

　
　
思
ほ
ゆ
（
同
巻
十
二
）

此
は
、
類
型
の
一
転
で
あ
ら
う
。
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か
う
言
ふ
風
に
、
天
象
の
中
、
降
り
な
が
ら
ふ
物
に
自
由
に
移
つ
て
行
く
の

は
、
慣
用
と
頓
才
的
飛
躍
が
さ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
枕
詞
の
内
包
が
性
質

を
換
へ
て
行
く
の
と
、
同
じ
行
き
方
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
ほ
ど
、
「
消
ゆ
」
と
言
ふ
、
銷
沈
、
煩
悶
或
は
悶
死
を
意
味
す
る
語
と

関
係
深
く
、
又
其
と
聯
結
す
る
事
に
よ
つ
て
、
一
つ
の
慣
用
句
を
形
づ
く
る

の
に
満
足
し
た
所
の
、
古
代
人
の
心
を
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。

だ
が
天
象
と
、
「
け
ぬ
か
に
」
「
け
ぬ
べ
く
」
と
の
間
の
交
渉
を
言
ひ
続
け

て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
幾
分
の
喰
み
出
し
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。

譬
へ
ば
ま
づ
、
「
露
」
と
「
消
ぬ
」
と
の
関
係
か
ら
見
て
も
訣
る
。
こ
の
相

互
の
交
渉
を
忘
れ
る
と
、

　
　
秋
づ
け
ば
、
「 

水  

草 

ミ
ク
サ
ノ

　
　
尾
花
の
類
　
　
花
乃
阿
要
奴
蟹

ハ
ナ
ノ
ア
エ
ヌ
カ
ニ

」
思
へ
ど
、
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知
ら
じ
。
直タヾ
に
逢
は
ざ
れ
ば
（
同
巻
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
Ⅰ

　
　
…
…
百
枝
さ
し
生
ふ
る
橘
　
珠
に
貫
く
五
月
を
近
み
、
「
安ア
要エ
奴ヌ
我カ
爾ニ
」

　
　
花
咲
き
に
け
り
（
同
巻
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
Ⅱ

露
の
「
あ
ゆ
」
と
言
ふ
方
面
を
受
け
て
行
き
、
其
が
更
に
さ
う
し
た
出
発
点

を
ふ
り
落
し
て
し
ま
ふ
と
、
第
一
例
に
な
り
、
又
後
に
は
、
単
に
形
式
と
し

て
の
「
あ
え
ぬ
か
に
」
だ
け
が
用
ゐ
ら
れ
る
様
に
な
る
。
此
例
な
ど
は
、
世

間
で
は
必
此
感
情
論
理
の
展
開
を
認
め
な
い
で
あ
ら
う
。
が
、
幾
許
と
も
知

れ
ぬ
沢
山
の
例
を
擁
し
て
の
立
言
で
あ
る
こ
と
を
思
う
て
頂
き
た
い
。
「
か

に
」
は
、
其
自
身
欲
す
る
語
と
、
自
由
な
結
合
を
作
つ
て
行
く
筈
で
あ
る
一
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方
に
、
か
う
し
た
過
去
の
制
約
に
囚
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

つ
ま
り
は
、
語
句
・
詞
章
及
び
其
技
巧
の
変
化
は
、
歴
史
の
徐
々
た
る
「
に

じ
り
歩
み
」
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
又
譬
へ
ば
、
「 

可  

消 

ケ
ヌ
ベ
ク

」
に
か
ゝ
る

に
し
て
も
、
「 
零  

雪  

虚  

空 
フ
ル
ユ
キ
ノ
ソ
ラ
ニ

」
「
天
き
ら
し
零 

来 

雪 

之 

フ
リ
ク
ル
ユ
キ
ノ

」
「
豊
国
之
木

ト
ヨ
ク
ニ
ノ
ユ

綿
山
雪
之

フ
ヤ
マ
ユ
キ
ノ
」
と
言
つ
た
風
に
、
重
く
る
し
い
修
辞
を
整
へ
る
こ
と
、
「
佐
保

山
に
立
つ
あ
ま
霧
の
」
の
場
合
と
同
じ
事
で
あ
る
。

　
　
朝
露
に
咲
き
す
さ
び
た
る
「    

鴨 

頭 

草 

之 

日 

斜 

共 

可 

消    

ツ
キ
ク
サ
ノ
ヒ
タ
ク
ル
（
？
）
ナ
ベ
ニ
ケ
ヌ
ベ
ク

」
思
ほ

　
　
ゆ
（
同
巻
十
）

こ
れ
な
ど
は
、
殊
に
前
述
の
心
理
過
程
を
示
し
た
も
の
と
言
へ
よ
う
。
「
露
」

と
「
消
ぬ
か
に
」
「
消
ぬ
べ
く
」
と
の
古
い
関
係
が
低
意
識
の
間
に
隠
見
す

る
訣
な
の
で
あ
る
。
表
面
に
、
鴨
頭
草
の
消
ぬ
べ
き
様
を
、
自
ら
の
心
の
譬
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喩
と
し
た
の
で
あ
る
。
其
は
一
方
、
此
花
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
易
き
事
を
、
知

り
悉つく
し
て
ゐ
る
心
の
一
展
開
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
更
に
、
新
し
い
技
巧
は
、

「
日
斜
共
」
と
言
ふ
説
明
を
加
へ
さ
せ
て
来
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
第
一
句

か
ら
第
四
句
に
亘
つ
て
、
長
い
序
歌
に
為
立
て
た
訣
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、

か
う
し
た
形
も
、
単
な
る
類
型
の
追
求
が
、
表
面
の
合
理
性
を
持
つ
て
来
た

も
の
、
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ひ
ば
お
ふ
る
か
に

　
　
お
も
し
ろ
き
野
を
ば
　
勿ナ
焼ヤ
き
そ
。 

旧  
草 

フ
ル
ク
サ

に
、
新
草
ま
じ
り
　
於オ
非ヒ
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波バ
、
於オ
布フ
流ル
我カ
爾ニ
（
万
葉
巻
十
四
）

此
歌
に
現
れ
た
文
法
は
、
「
消
ぬ
か
に
」
と
は
、
毫
も
交
渉
の
認
め
ら
れ
な

い
特
殊
な
も
の
に
違
ひ
な
い
。
唯
「
か
に
」
の
用
語
例
の
、
古
い
確
実
性
を

保
つ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
る
。
「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
」
が
、
其
で
あ

る
。
唯
近
代
の
理
会
か
ら
は
、
「
生
ひ
ば
、
生
ふ
る
」
の
活
用
問
題
は
別
と

し
て
、
一
つ
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

ま
づ
、
人
は
此
歌
か
ら
感
得
す
る
情
調
を
分
解
し
て
「
生ハ
え
る
な
ら
生
え
る

に
任
せ
て
お
け
」
と
言
ふ
解
釈
を
心
に
持
つ
だ
ら
う
。

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

　
　
ま
か
せ
た
ら
な
む
（
新
古
今
巻
一
）

と
言
ふ
歌
は
、
即
興
歌
と
し
て
、
執
拗
で
は
な
い
処
に
、
興
味
を
感
じ
さ
せ
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る
が
、
実
際
こ
れ
を
作
る
に
到
つ
た
心
も
ち
は
、
極
め
て
茫
漠
と
し
て
居
る
。

そ
こ
に
、
神
歌
を
感
じ
さ
せ
る
様
な
、
象
徴
性
が
出
て
来
る
の
だ
。
「
生
ひ

ば
生
ふ
る
か
に
」
の
東
歌
に
現
れ
た
民
謡
の
古
代
式
表
現
に
、
近
代
的
の
毛

刻
り
を
加
へ
た
と
言
ふ
点
に
興
味
が
あ
り
、
又
前
の
歌
の
様
な
類
型
の
幾
つ

か
あ
つ
た
末
に
、
其
を
飜
案
し
た
も
の
、
幾
分
其
に
答
へ
る
気
持
ち
を
持
つ

て
居
る
も
の
だ
と
も
言
へ
る
。

古
今
集
・
伊
勢
物
語
の
「
武
蔵
野
は
、
今
日
は
勿
焼
き
そ
。
わ
か
く
さ
の
　

つ
ま
も
こ
も
れ
り
。
我
も
こ
も
れ
り
」
も
、
其
相
聞
歌
的
に
飛
躍
し
た
も
の

だ
。
か
う
考
へ
て
来
る
と
、
昔
か
ら
、
幾
度
で
も
〳
〵
更
に
緻
密
な
解
決
を

待
つ
て
居
る
様
な
象
徴
的
な
詞
章
が
あ
つ
て
、
其
点
が
、
代
々
の
人
々
の
心

に
触
衝
す
る
事
に
よ
つ
て
、
幾
つ
も
の
歌
謡
が
生
れ
て
来
た
。
即
、
類
型
を
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生
む
歌
に
は
、
必
あ
る
疑
問
を
持
た
せ
る
様
な
部
分
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

此
歌
な
ど
で
見
て
も
、
何
の
為
に
、
其
が
謡
は
れ
そ
め
た
か
、
疑
は
し
い
感

じ
が
唆
ら
れ
る
。
歌
と
し
て
は
、
風
俗
歌
で
あ
り
、
寧
、  

国    

俗    

諺  

ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ
ザ
の

領
分
に
這
入
り
相
な
も
の
な
の
だ
。
問
題
を
つ
ゝ
け
ば
つ
ゝ
く
程
、
新
し
い

疑
問
が
幾
ら
で
も
生
じ
て
、
最
後
の
忘
却
に
達
す
る
ま
で
は
、
重
ね
／
″
＼

の
合
理
解
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
其
為
に
、
類
型
は
幾
ら
で
も
現
れ
て
来
る

次
第
な
の
で
あ
ら
う
。

　
　
ふ
ゆ
ご
も
り
　
春
の
大
野
を
焼
く
人
は
、
焼
き
足
ら
じ
か
も
、
わ
が
心

　
　
焼
く
（
万
葉
巻
七
）

此
一
時
、
象
徴
歌
と
誤
認
せ
ら
れ
た
万
葉
集
の
譬
喩
歌
も
、
春
野
焼
く
事
に

対
す
る
反
感
を
含
ん
で
ゐ
る
。
野
焼
き
を
否
定
す
る
心
が
、
一
転
し
て
、
其
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焼
く
心
を
咎
め
る
心
地
か
ら
転
じ
て
、
不
都
合
に
も
わ
が
心
を
か
く
燃
え
し

め
る
、
と
言
ふ
譬
喩
に
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。

北
野
の
神
詠
と
称
す
る
「
つ
く
る
と
も
、
ま
た
も
　
焼
け
な
む
。
菅
原
や
　

む
ね
の
板
間
の
　
あ
は
ぬ
限
り
は
」
は
、
古
代
に
あ
る
野
焼
き
歌
の
類
型
が
、

象
徴
的
に
感
じ
ら
れ
る
所
か
ら
、
神
祇
の
御
作
と
言
ふ
こ
と
に
な
つ
た
訣
で

あ
ら
う
。
「
菅
原
や
」
と
言
ふ
語
が
あ
つ
た
か
ら
、
北
野
神
詠
と
し
て
の
感

情
を
敷
衍
し
て
、
一
首
の
歌
と
な
つ
た
ゞ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
亦
、
単
に

大
和
添
下
郡
菅
原
に
つ
い
て
残
つ
た
歌
だ
と
も
言
へ
な
い
。
菅
原
と
言
へ
ば
、

其
近
接
地
伏
見
を
言
ふ
事
は
古
代
か
ら
の
習
慣
と
し
て
、
隠
約
の
間
に
、
世

間
の
記
憶
と
し
て
、
遺
伝
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
間
弘
通
の

歌
謡
の
上
の
語
　
　
一
種
の
歌
枕
　
　
と
し
て
、
歌
構
成
の
以
前
に
流
動
言
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語
と
し
て
動
い
て
ゐ
る
も
の
が
、
入
り
こ
ん
で
来
る
訣
な
の
で
あ
る
。
其
が
、

又
あ
る
合
理
化
か
ら
、
突
然
ふ
り
落
し
て
、
こ
ん
な
筋
の
通
ら
ぬ
歌
を
し
あ

げ
た
の
で
あ
ら
う
。

流
動
言
語
と
は
、
世
人
が
半
意
識
の
状
態
で
、
之
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
て

保
つ
て
居
る
あ
る
言
語
的
刺
戟
で
、
暗
示
と
し
て
、
人
の
心
に
常
に
動
揺
し

て
ゐ
る
。
之
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
新
し
い
思
想
を
も
り
立
て
る
概

念
を
捉
へ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
其
語
自
身
の
性
質
は
、
過
去
の
言
語
の
記
憶
の
断
片
で
あ
る
事
も
あ
り
、

時
代
に
起
る
べ
き
思
想
を
表
象
す
る
言
語
で
あ
る
事
も
、
あ
る
の
で
あ
る
。

「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
」
以
前
に
、
そ
の
前
型
と
な
る
も
の
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
が
、
と
も
か
く
、
「
た
ゞ
春
の
日
に
」
の
歌
の
如
く
、
「
任
す
」
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と
言
ふ
考
へ
の
、
含
ま
れ
て
ゐ
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か

に
、
ま
か
せ
む
」
又
は
「
…
…
ま
か
せ
よ
」
な
ど
言
ふ
語
が
、
気
分
的
に
融

け
こ
ん
で
ゐ
る
の
だ
。
さ
う
す
る
と
、
出
て
来
る
第
二
の
問
題
は
、
右
の
様

に
、
「
生
え
る
な
ら
」
と
言
ふ
風
に
、
「
生
ひ
ば
」
が
「
生
ふ
る
か
に
」
の

前
提
と
し
て
置
か
れ
て
ゐ
る
と
解
す
る
が
よ
い
か
、
其
と
も
、
「
け
な
ば
け

ぬ
か
に
」
の
例
に
よ
る
べ
き
か
、
と
言
ふ
点
で
あ
る
。
実
は
私
は
、
此
点
は

実
例
で
、
暗
示
さ
せ
て
置
い
て
、
説
明
は
、
一
つ
も
試
み
て
居
な
い
。
「
け

な
ば
け
ぬ
か
に
」
「
け
な
ば
け
ぬ
べ
く
」
が
「
け
ぬ
か
に
」
「
け
ぬ
べ
く
」

だ
け
で
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
前
者
が
後
者
の
旧
形
で
あ
つ
た
事
を

意
味
す
る
に
外
な
か
ら
う
。
さ
う
し
て
、
後
者
の
様
に
簡
単
に
、
固
定
さ
せ

て
も
よ
い
理
由
が
、
何
処
に
あ
る
か
。
其
に
つ
い
て
は
、
「
お
も
し
ろ
き
野
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を
ば
」
な
る
語
句
か
ら
、
説
き
出
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
お
も
し
ろ
き
」

は
、
既
に
一
度
述
べ
た
私
の
論
文
が
あ
る
の
で
、
今
は
述
べ
た
く
な
い
が
、

「
お
も
し
る
君
が
見
え
ぬ
此
ご
ろ
」
「
お
も
し
る
児
ら
が
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
」

な
ど
言
ふ
語
で
見
る
と
、
顔
馴
染
が
深
い
と
言
ふ
に
近
く
て
、
尚
始
終
鮮
や

か
に
幻
影
に
立
つ
と
で
も
謂
つ
た
内
容
を
含
ん
で
ゐ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
語

で
あ
る
。
仮
り
に
釈
す
れ
ば
、
「
な
つ
か
し
き
…
…
」
な
ど
に
、
稍
当
る
も

の
で
あ
ら
う
。
「
昨
年
の
ま
ゝ
な
野
の
な
つ
か
し
さ
。
そ
れ
に
其
野
を
焼
か

う
と
す
る
こ
と
よ
。
今
既
に
旧
草
ま
じ
り
に
新
草
が
生
え
よ
う
と
し
て
ゐ
る
」

と
謂
つ
た
意
味
で
、
古
く
は
、
…
…
任
せ
む
と
言
ふ
の
で
は
な
か
つ
た
の
で

は
な
い
か
。
又
今
一
段
単
純
に
解
し
て
見
る
と
、
「
旧
草
に
新
草
ま
じ
り
、

生
ふ
べ
く
見
ゆ
る
な
つ
か
し
き
此
野
を
焼
く
な
」
と
言
ふ
意
義
と
し
て
も
、
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文
法
的
に
は
錯
誤
は
な
い
筈
だ
と
考
へ
る
。

何
に
し
て
も
、
か
う
言
ふ
結
論
は
、
導
い
て
さ
し
支
へ
は
な
い
様
に
見
え
る
。

あ
る
副
詞
句
は
、
「
か
に
」
を
以
て
形
づ
く
ら
れ
た
。
其
場
合
正
式
に
は
、

短
文
で
も
、
条
件
の
完
全
に
呼
応
し
た
文
章
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

其
「
か
に
」
が
、
後
代
に
其
と
近
い
意
義
を
分
化
し
た
「
べ
く
」
に
、
形
式

的
に
代
用
せ
ら
れ
て
も
、
よ
く
な
つ
て
行
つ
た
。
「
べ
く
」
に
な
つ
て
も
、

さ
う
し
た
副
詞
句
は
、
条
件
の
完
全
な
短
文
を
含
ん
で
居
た
。
唯
再
ふ
た
た
び、
固
定

断
片
化
す
る
事
に
よ
つ
て
、
今
日
で
も
認
容
せ
ら
れ
る
形
に
な
つ
て
了
つ
た
。

「
か
に
」
と
「
か
ね
」
と
の
関
係
は
、
今
説
明
し
て
ゐ
る
暇
が
な
い
。
唯
、

元
二
つ
な
が
ら
全
然
交
渉
の
な
い
語
と
し
て
成
立
し
て
来
た
。
其
が
音
の
類

似
か
ら
、
次
第
に
、
内
容
接
触
の
度
が
切
実
に
な
つ
て
来
た
。
だ
か
ら
、
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「
べ
く
」
と
訳
し
て
見
る
と
、
大
体
一
つ
の
用
語
例
に
あ
る
も
の
と
見
え
る
。

に
も
繋
ら
ず
、
此
だ
け
形
式
が
類
似
し
て
ゐ
て
而
も
、
際
立
つ
て
用
語
例
の

相
違
の
あ
る
の
は
、
語
原
の
相
違
を
思
は
せ
て
ゐ
る
の
だ
。
か﹅
ね﹅
の
方
は
、

「
予カネ
」
或
は
「
料カネ
」
な
ど
言
ふ
に
接
近
し
て
ゐ
る
。
其
だ
け
、
名
詞
に
近
い

感
じ
を
持
た
せ
る
句
を
作
る
。
私
は
、
逆
に
、
か
う
し
た
事
を
、
お
な
じ
起

原
を
持
つ
も
の
が
、
形
式
分
化
か
ら
差
異
を
生
じ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
と

見
て
ゐ
る
。
「
か
ね
」
に
は
一
つ
は
、
「
語
り
つ
ぐ
が
ね
」
と
言
ふ
大
き
な

一
類
の
語
群
を
持
つ
て
居
た
ら
し
く
、
「
言
ひ
つ
ぐ
が
ね
」
と
言
ふ
同
義
語

と
し
て
の
対
句
も
あ
る
。
之
を
「
か
に
」
の
用
語
例
に
う
つ
し
て
見
る
と
、

「
今
語
り
つ
い
で
居
る
様
に
」
と
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
様
で
あ
る
。
又
将
来
に

関
係
あ
る
に
し
て
も
、
「
か
ね
」
の
遠
く
を
予
期
す
る
言
ひ
方
と
は
違
つ
て
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ゐ
る
。
「
こ
の
通
り
だ
ら
う
」
と
言
ふ
程
の
義
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
へ
ば
え
に

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

　
　
ろ
か
な

伊
勢
物
語
に
残
つ
た
歌
で
あ
る
が
、
語
の
格
か
ら
言
へ
ば
、
そ
の
時
代
の
も

の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
よ
り
も
、
更
に
可
な
り
古
い
形
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の

と
思
ふ
。
「
言
へ
ば
」
と
「
言
は
ね
ば
」
と
、
二
つ
対
立
せ
し
め
て
居
る
の

で
、
時
と
し
て
は
、
「
言
は
ゞ
」
「
言
は
ず
　
　
言
は
ざ
ら
ば
」
の
対
照
に
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作
つ
て
も
、
同
じ
事
で
あ
る
。
「
え
に
」
は
、
下
に
稍
詳
し
く
、
「
言
は
ね

ば
胸
の
さ
わ
が
れ
て
」
と
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
期
す
る
点
か
ら
、
其
意
義
を

気
分
化
し
て
、
理
会
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
言
へ
ば
言
ひ
え﹅
に﹅
」

で
、
言
は
う
と
す
る
と
「
常
に
え
言
は
な
い
で
」
の
義
で
、
詞
章
の
上
の
例

は
稀
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
多
く
行
は
れ
た
ら
し
い
。
平
安
朝
の
文
学
に

屡
〻
現
れ
、
武
家
時
代
に
か
け
て
、
次
第
に
「
艶エン
に
」
と
言
ふ
宛
て
字
に
適

当
な
内
容
を
持
つ
て
来
た
「
え
ん
に
」
と
言
ふ
語
は
、
実
は
こ
の
「
え
に
」

の
撥
音
化
な
の
で
あ
る
。
「
言
は
ゞ
」
或
は
「
言
へ
ば
」
の
前
提
に
続
い
て
、

「
言
ひ
え
に
」
が
習
慣
と
し
て
く
り
返
さ
れ
て
、
遂
に
「
え
に
」
だ
け
で
そ

の
代
表
を
す
る
ほ
ど
、
気
分
化
し
て
了
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

即
、
茲
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
」
の
一
類
が
、
遊
離
し
た
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「
け
ぬ
か
に
」
「
け
ぬ
べ
く
」
を
作
る
様
に
、
「
え
に
」
が
固
定
し
て
、
尚

「
言
ひ
え
に
」
に
近
い
気
分
を
、
人
に
与
へ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

此
は
ち
よ
う
ど
、
「
か
て
に
」
と
言
ふ
語
に
も
、
同
様
な
例
が
考
へ
ら
れ
る
。

「
ひ
ろ
へ
ば
か
て
に
く
だ
け
つ
ゝ
」
と
言
ふ
の
は
、
普
通
「
拾
ふ
と
す
れ
ば

そ
の
傍
か
ら
、
砕
け
〳
〵
し
て
行
く
」
と
言
ふ
風
に
説
い
て
ゐ
る
。
だ
が
、

此
も
単
な
る
同
音
聯
想
で
、
さ
う
古
く
か
ら
も
、
聞
え
た
ゞ
け
で
あ
ら
う
。

拾
は
む
と
す
れ
ば
「
拾
ひ
不
敢
カ
テ
ニ
」
の
形
が
、
一
つ
の
「
拾
ひ
」
を
ふ
り
落
し

た
の
で
あ
ら
う
。

お
な
じ
事
は
、
「
え
　
う
」
「
か
て
　
か
つ
」
な
ど
ゝ
同
義
語
な
る
「
あ
へ

　
あ
ふ
」
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
…
…
延ハ
ふ
つ
た
の
別
れ
に
し
よ
り
…
…
ゆ
く
ら
〳
〵
に
、
お
も
か
げ
に
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も
と
な
　
見
え
つ
ゝ
、
か
く
恋
ひ
ば
、
老
い
づ
く
我
が
身
　
け
だ
し

　
　
安ア
倍ヘ
牟ム
か
も
（
万
葉
巻
十
九
）

老
い
づ
く
わ
が
身
に
し
て
、
恋
ひ
あ
へ
む
や
。
恋
ひ
あ
へ
ず
し
て
…
…
な
り

ゆ
か
む
と
言
ふ
意
で
あ
る
。
唯
、
身
が
持
ち
こ
た
へ
よ
う
か
と
の
意
で
は
な

い
の
だ
。
「
も
と
な
」
な
ど
も
、
此
か
ら
説
明
す
る
の
が
最
正
し
い
が
、
此

は
亦
問
題
が
大
き
い
か
ら
、
別
の
機
会
に
す
る
。
か
う
い
ふ
風
に
、
動
詞
で

あ
り
な
が
ら
次
第
に
助
動
詞
ら
し
い
職
分
を
分
岐
し
て
来
る
。
そ
の
過
程
と

し
て
、
其
と
熟
語
を
形
づ
く
つ
た
語
の
脱
落
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
さ
う

し
て
更
に
一
種
の
副
詞
の
形
に
移
つ
て
行
く
。

こ
の
例
で
見
る
と
、
「
老
い
づ
く
身
に
し
て
、
か
く
恋
ひ
ば
恋
ひ
あ
へ
じ
」

の
義
で
あ
る
か
ら
、
「
か
く
恋
ひ
ば
」
と
言
ふ
過
程
は
、
前
例
と
同
じ
く
、
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実
際
の
内
容
と
し
て
、
既
に
意
義
を
十
分
出
し
て
ゐ
る
と
共
に
、
之
を
内
容

か
ら
と
り
去
つ
て
も
訣
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
前
代
遺
存
の
形
式
の
後

代
合
理
化
か
ら
、
「
…
…
俤
に
も
と
な
見
え
つ
ゝ
」
な
ど
言
ふ
、
「
か○

く○

恋

ひ
ば
」
の
説
明
が
つ
い
て
来
る
訣
で
あ
る
。

「
か
く
恋
ひ
ば
、
恋
ひ
あ
へ
む
か
も
」
が
、
「
言
へ
ば
え
に
」
「
ひ
ろ
へ
ば

拾
ひ
か
て
に
」
の
形
式
を
持
つ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
「
け
ぬ

か
に
…
…
」
「
け
ぬ
べ
く
…
…
」
と
等
し
く
条
件
の
一
部
が
遊
離
し
た
訣
だ
。

「
え
に
」
か
ら
出
た
「
え
ん
に
」
は
、
次
第
に
「
艶
に
」
の
言
語
情
調
に
近

づ
い
て
来
る
が
、
古
い
ほ
ど
「
言
ひ
え
に
」
の
義
を
持
つ
て
ゐ
た
。
「
説
明

出
来
な
い
程
よ
い
」
と
言
つ
た
様
な
意
を
示
す
語
が
、
語
原
を
忘
れ
ゝ
ば
、

「
え
ん
に
」
と
言
ふ
音
に
意
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
当
然
で
あ
る
。
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だ
か
ら
平
安
朝
の
日
記
・
物
語
類
で
も
、
古
い
も
の
ゝ
「
え
ん
に
」
の
用
語

例
を
検
す
れ
ば
、
所
謂
「
艶
に
」
と
は
、
関
係
が
薄
く
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

何
の
為
に
、
か
う
し
た
文
法
上
の
瘤
と
も
言
ふ
べ
き
前
提
を
置
く
慣
例
が
行

は
れ
て
居
た
の
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
も
　
　
そ
の
一

　
　
こ
と
ゞ
は
ぬ
「
樹キ
爾ニ
波ハ
安ア
里リ
等ト
母モ
」
、
う
る
は
し
き
君
が
た
な
れ
の
琴

　
　
に
し
あ
る
べ
し
（
万
葉
巻
五
）
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山
川
を
中
に
　
へ
な
り
て
「
等ト
保ホ
久ク
登ト
母モ
」
、
心
を
　
近
く
思
ほ
せ
。

　
　
我
妹
ワ
ギ
モ
（
同
巻
十
五
）

た
と
へ
ば
、
「
見
と
も
飽
か
め
や
」
は
、
正
し
く
は
「
見
と
も
見
飽
か
め
や
」

で
あ
る
。
又
も
つ
と
正
式
と
見
え
る
も
の
で
言
へ
ば
、

　
　
「
松
浦
川
　
七
瀬
の
澱
は
　
よ
ど
む
と
も
、
我
は
よ
ど
ま
ず
」
君
を
し

　
　
待
た
む
（
同
巻
五
）

の
如
く
、
「
よ
ど
む
と
も
よ
ど
ま
じ
」
と
謂
つ
た
形
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

但
、
此
場
合
、
「
わ
れ
は
よ
ど
ま
ず
」
は
副
詞
句
で
、
待
た
む
の
文
法
的
職

分
に
統
合
せ
ら
れ
る
地
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
此
で
正
し
い
訣
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
一
句
以
下
第
四
句
ま
で
ゞ
、
完
全
に
序
歌
と
な
つ
て
ゐ
る
訣
で

あ
る
。
か
う
言
ふ
形
が
「
と
も
」
の
本
格
の
用
語
例
の
外
貌
で
あ
つ
た
に
違
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ひ
な
い
。

又
、
「
木
に
は
あ
り
と
も
」
で
見
て
も
、
「
…
…
木
に
は
あ
り
と
も
、
君
が

手
馴
れ
の
琴○

の○

木○

に
し
あ
る
べ
し
」
と
言
ふ
意
識
は
、
忘
れ
な
が
ら
に
も
、

失
せ
き
ら
な
か
つ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
。

　
　
に
ほ
ど
り
の
「 
息  

長 
オ
キ
ナ
ガ

川
は
絶
え
ぬ
と
も
」
、
君
に
語
ら
む
こ
と
　
つ

　
　
き
め
や
も
（
同
巻
二
十
）

「
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
絶﹅
ゆ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
な﹅
く﹅
、
其
如
く
、
君
に
語
ら
む
こ
と

も
絶
え
尽
き
め
や
も
」
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
島
の
宮
　
上
の
池
な
る
放
ち
鳥
。
あ
ら
び
な
ゆ
き
そ
。  

君
不
座
十
方  

キ
ミ
イ
マ
サ
ズ
ト
モ

　
　
（
同
巻
二
）

「
君
い
ま
さ
ず
と
も
在
す
が
如
く
し
て
」
、
荒
び
な
ゆ
き
そ
で
あ
る
。
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あ
た
ひ
な
き
宝
と
言
十
方

イ
フ
ト
モ

、 

一  

坏 

ヒ
ト
ツ
キ

の
濁
れ
る
酒
に
、
豈
ま
さ
ら
め
や

　
　
（
同
巻
三
）

無
価
宝
珠
と
言
ふ
と
も
、
宝○

な○

ら○

ざ○

る○

如
く
、
一
坏
の
酒
に
は
ま
さ
ら
じ
と

説
く
べ
き
過
程
を
経
て
、
後
代
の
「
君
が
在
ま
さ
ぬ
現
状
に
あ
り
と
も
」

「
無
価
宝
珠
と
言
ふ
も
の
な
り
と
も
」
と
謂
つ
た
風
に
、
説
明
出
来
る
様
に

な
つ
た
の
で
あ
る
。

も
つ
と
よ
く
考
へ
る
と
、
「
こ
と
ゞ
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
」
と
言
ふ
句
は
、

此
歌
以
前
に
す
で
に
、
幾
多
の
類
型
を
以
て
、
木
精
・
石
精
等
の
こ
と
ゞ
は

ぬ
事
を
力
強
く
述
べ
て
居
た
、
そ
の
諺
を
下
に
持
つ
て
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
。

だ
か
ら
「
木
は
こ
と
ゞ
は
ぬ
や
う
に
呪
服
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
言
ふ
事
は
知

つ
て
居
る
が
、
と
過
去
の
知
識
の
引
用
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
一
に
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は
、
「
こ
と
ゞ
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
、
さ
る
諺
の
如
く
は
あ
ら
ず
し
て
」

と
言
ふ
意
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
其
が
更
に
一
飛
躍
し
て
、
新
し
い

文
法
的
職
分
が
出
来
て
も
、
同
じ
く
「
琴
の
木
に
し
あ
る
べ
し
」
と
謂
つ
た

呼
応
を
作
つ
て
行
く
訣
な
の
だ
。

「
山
川
を
中
に
隔ヘナ
り
て
遠
し
」
と
い
ふ
発
想
法
は
、
極
め
て
古
く
か
ら
あ
り
、

又
近
代
的
に
も
喜
ば
れ
て
居
た
も
の
で
「
山
河
毛
隔
莫
国
」
「
海
山
毛
隔
莫

国
」
「
あ
し
び
き
の
山
乎
隔
而
」
「
あ
し
び
き
の
山
河
隔
」
「
高
山
を
障    

ヘ
ダ
テ

所   

為   

而  

（
？
）
ニ
ナ
シ
テ

」
「
高
山
を
部
立
丹
置
而

ヘ
ダ
テ
ニ
オ
キ
テ
」
「
山
川
乎
奈
可
爾
敝
奈
里
氐
」

「
山
河
能
敝
奈
里
底
安
礼
婆
」
な
ど
、
万
葉
ば
か
り
で
さ
へ
、
幾
多
の
類
想

が
、
久
し
く
行
は
れ
た
事
を
思
は
せ
て
居
る
。
其
う
ち
、
殊
に
山
河
を
対
立

さ
せ
た
も
の
が
、
尤
好
み
に
叶
う
た
と
見
え
る
。
さ
て
そ
の
所
謂
「
山
川
隔
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る
…
…
」
と
言
ふ
風﹅
俗﹅
諺﹅
の
も
あ
る
が
、
と
言
ふ
意
味
を
含
め
て
居
る
の
が
、

「
山
川
を
中
に
、
へ
な
り
て
遠
く
と
も
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
一
義
と
し
て

は
、
「
山
川
を
中
に
、
へ
な
り
て
遠
し
」
と
詞
に
あ
り
と
も
、
我
ら
は
遠
か

ら
ず
、
と
言
ふ
内
容
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
義
の
飛
躍
が
、
『
「
山
川
を

…
…
遠
か
ら
ず
」
し
て
、
近
く
思
ほ
せ
』
と
言
ふ
事
に
な
る
の
だ
。

必
し
も
純
粋
な
諺
で
な
く
て
も
、
同
じ
様
に
考
へ
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
何
で

も
か
う
し
て
、
「
と
も
」
を
以
て
、
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
さ
う
し
て
、

此
「
と
も
」
の
受
け
方
の
特
徴
は
、
諺
的
の
詞
句
が
、
固
定
し
た
形
の
ま
ゝ

で
な
く
て
も
よ
い
事
で
、
自
由
な
発
想
や
、
理
会
や
感
情
を
加
味
し
て
も
よ

い
処
に
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
前
型
を
近
代
式
に
言
ひ
か
へ
て
、
さ
し
支
へ
な

い
点
が
あ
る
の
だ
。
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さ
う
し
た
習
慣
が
、
此
と
同
様
な
方
法
を
分
化
せ
ず
に
は
居
な
い
。
必
し
も

古
来
の
詞
章
・
故
事
熟
語
的
の
も
の
で
な
く
と
も
、
任
意
に
さ
う
し
た
発
想

は
出
来
る
訣
で
あ
る
。
「
に
ほ
と
り
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
」
な
ど
の
場

合
が
、
其
で
あ
る
。
必
し
も
息
長
川
に
対
し
て
、
「
絶
ゆ
」
、
「
あ
す
」
な

ど
言
ふ
語
句
が
来
な
く
と
も
、
他
の
川
に
つ
い
て
言
ふ
類
型
で
推
す
訣
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
諺
」
又
は
「
前
詞
章
」
を
想
ひ
、
其
飛
躍
転
用
す
る
方
法

を
採
つ
た
の
だ
。

　
　
「
『
や
ま
と
べ
に
　
に
し
吹
き
あ
げ
て
雲
ば
な
れ
』
曾ソ
岐キ
袁ヲ
理リ
登ト
母モ
」

　
　
我
忘
れ
め
や
（
記
）

　
　
「
山
越
え
て
海
渡
る
騰ト
母モ
」
お
も
し
ろ
き
新
漢
イ
マ
キ
の
う
ち
は
、
忘
ら
ゆ
ま

　
　
し
ゞ
（
紀
）
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「
大
だ
ち
を
　
誰
佩
き
た
ち
て
　
ぬ
か
ず
登ト
慕モ
」
す
ゑ
は
た
し
て
も
、

　
　
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ
（
紀
）

此
等
も
序
歌
と
言
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
諺
類
似
の
も
の
を
思
は
せ
る
言
ひ

方
で
、
そ
の
中
、
「
大
だ
ち
を
」
の
例
で
見
る
と
、
「
大
だ
ち
を
…
…
抜
く
」

と
言
ふ
の
か
ら
転
じ
て
、
と
言
ふ
如
く
に
し
て
「
ぬ
か
ず
と
も
」
と
言
ふ
事

に
な
つ
て
居
る
。

か
う
し
た
「
と
も
」
の
、
次
第
々
々
に
助
辞
的
に
固
定
し
た
用
語
例
を
持
つ

て
来
る
過
程
に
は
、
記
紀
の
極
め
て
古
い
例
が
あ
る
。
其
は
必
し
も
、
古
代

の
歌
の
順
序
が
、
其
成
立
の
順
序
を
示
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、

其
等
の
例
の
中
に
、
今
日
の
直
観
に
、
極
め
て
近
い
相
似
た
も
の
が
あ
る
。

　
　
…
…
む
ら
鳥
の
我
が
群
れ
い
な
ば
、
ひ
け
鳥
の
我
が
ひ
け
い
な
ば
、
泣
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か
じ
と
は
汝ナ
は
言
ふ
登
母
、
や
ま
と
の
一
本
薄
　
う
な
か
ぶ
し
汝
が
泣

　
　
か
さ
ま
く
　
朝
雨
の
き
り
に
立
た
む
ぞ
…
…
』
（
記
）

　
　
忍
阪
の
大
窖ムロ
屋
に
、
人
さ
は
に
来
入
り
居
り
、
人
さ
は
に
伊
理
袁
理
登

　
　
母
…
…
』
（
記
）

　
　
八
田
の
ひ
と
本
菅
は
、
ひ
と
り
居
り
登
母
　
大
君
し
よ
し
と
き
こ
さ
ば
、

　
　
ひ
と
り
居
り
登
母
』
（
記
）

　
　
笹
葉
に
う
つ
や
霰
の
た
し
／
″
＼
に
　
率ヰ
寝ネ
て
む
後
は
、
人
は
か
ゆ
登

　
　
母
』
（
記
）

「
泣
か
じ
と
言
ふ
と
も
、
汝
は
泣
か
ず
は
あ
ら
じ
」
と
今
一
度
返
し
て
居
た

の
だ
。
が
、
論
理
的
形
式
と
し
て
、
末
に
や
は
り
、
「
…
…
汝
が
泣
か
さ
ま

く
」
と
「
泣
か
じ
と
言
ふ
と
も
…
…
汝
が
泣
か
さ
む
（
ま
）
＋
く
」
と
解
決
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が
つ
い
て
居
る
。
忍
阪
の
例
で
見
て
も
、
「
…
…
入
り
を
り
と
も
…
…
う
ち

て
し
や
ま
む
」
と
論
理
的
解
決
は
つ
い
て
居
る
や
う
だ
。
が
、
今
一
つ
前
に

は
、
「
入
り
居
り
と
も
、
さ
や
ら
ず
我
は
入
り
て
」
と
言
ふ
意
義
を
含
ん
で

居
た
に
違
ひ
な
い
。

後
の
二
つ
は
、
記
載
例
と
し
て
は
遅
れ
て
ゐ
る
が
、
同
じ
感
じ
を
持
た
せ
る

「
と
も
」
で
あ
る
。
「
八
田
の
一
本
菅
は
、
ひ
と
り
居
り
と
も
、
居
り
敢
へ

む
」
「
人
は
か
ゆ
と
も
は
か
ら
れ
ゐ
む
（
又
は
離カ
る
と
も
、
離カ
る
に
任
せ
む

）
」
と
、
や
は
り
呼
応
す
る
も
の
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
と
同
時
に
亦
、

慣
用
句
に
似
た
も
の
は
、
受
け
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
「
む
ら
鳥
の
…
…

泣
か
じ
と
は
」
の
句
は
修
飾
的
に
は
、
文
法
と
し
て
の
勤
め
は
果
し
て
ゐ
な

い
が
、
形
式
と
し
て
は
、
習
熟
句
の
後
に
来
た
感
じ
が
、
満
足
さ
せ
る
の
だ
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ら
う
。

其
上
し
か
も
、
力
強
い
対
句
ま
で
あ
る
点
に
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
忍

阪
の
…
…
」
で
も
、
習
熟
し
た
語
気
の
上
に
、
人
に
誨
へ
導
く
様
な
語
気
は
、

諺
に
近
い
の
で
あ
る
。
其
に
力
を
強
め
る
所
の
対
句
を
負
う
て
居
る
。
「
八

田
の
…
…
」
も
「
笹
葉
に
…
…
」
も
、
皆
他
の
句
に
つ
く
序
歌
ら
し
い
も
の

を
負
う
て
ゐ
る
が
、
実
は
各
自
ら
、
其
に
聯
絡
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
も
　
　
そ
の
二

　
　
漣
サ
ヽ
ナ
ミの
滋
賀
の
大
わ
だ
　
よ
ど
む
と
も
、
昔
の
人
に
　
ま
た
も
あ
は
め
や
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も
（
万
葉
巻
一
）

所
謂
条
件
文
の
型
を
以
て
、
簡
単
に
此
を
説
か
う
と
し
て
は
、
当
ら
な
い
。

恐
ら
く
「
滋
賀
の
大
曲
か
く
う
ち
よ
ど
め
り
。
さ
れ
ど
も
、
よ
ど
ま
ず
（
よ

ど
ま
ざ
る
如
く
）
は
、
昔
の
人
に
復
逢
は
め
や
」
と
言
ふ
意
義
の
第
一
表
現

が
、
此
歌
の
下
句
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
次
的
統
一
が
、
更
に
呼

応
的
文
法
を
形
づ
く
つ
た
。
「
と
も
」
と
呼
び
か
け
て
ゐ
る
か
ら
、
「
ま
た

も
あ
は
め
や
も
」
で
応
じ
た
形
に
な
る
。
だ
が
其
は
、
意
義
に
お
い
て
な
り

立
た
な
い
。
「
よ
ど
め
ど
も
」
と
呼
び
か
け
ね
ば
、
現
実
の
、
船
遊
び
に
儲

け
備
へ
た
様
な
、
静
か
な
湖
面
を
表
す
事
に
は
な
ら
な
い
。
畢
竟
此
「
と
も
」

は
、
文
法
的
論
理
に
引
か
れ
て
、
「
ど
も
」
と
あ
る
べ
き
も
の
が
、
変
形
し

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
は
め
や
も
」
と
言
ふ
感
慨
を
表
さ
う
と
す
る
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心
の
傾
向
が
ま
づ
動
い
て
居
た
為
に
、
文
法
ま
で
も
予
め
、
此
様
に
仮
定
の

条
件
で
用
意
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
形
式
上
の
論
理
を
極
端
に
追
究
す
る
文

法
と
し
て
は
、
然
る
べ
き
事
と
思
は
れ
る
。
が
、
此
に
も
尚
今
一
つ
、
心
理

的
根
拠
が
考
へ
ら
れ
な
く
は
な
い
か
。

前
々
、
く
ど
く
述
べ
て
来
た
様
に
、
「
と
も
」
の
第
一
義
的
形
態
は
、
後
代

の
考
へ
の
呼
応
法
と
は
、
別
な
の
で
あ
つ
た
。
即
「
諺
」
「
序
歌
」
の
如
き

引
喩
を
否
定
し
て
、
自
身
の
場
合
を
明
示
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
即
、
比

喩
法
に
お
け
る
否
定
法
の
起
原
を
示
す
も
の
と
謂
へ
る
。
其
物
な
ら
ず
し
て
、

其
物
に
酷
似
し
て
ゐ
る
と
謂
つ
た
表
現
法
を
謂
ふ
の
で
あ
る
。
私
ど
も
は
、

従
来
万
葉
の
序
歌
を
解
説
す
る
の
に
、
此
方
法
を
以
て
飜
訳
す
る
の
が
、
最

よ
い
方
法
と
し
て
用
ゐ
慣
れ
て
来
た
の
は
、
そ
の
技
巧
の
底
に
、
此
低
意
識
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が
潜
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
う
さ
せ
た
の
だ
ら
う
。

今
一
度
言
へ
ば
、

　
　
川
上
の
ゆ
つ
磐
群
に
、
苔
む
さ
ず
　
常
に
も
が
も
な
。
常
処
女
に
て

　
　
（
同
巻
一
）

此
歌
は
、
「
と
も
」
の
発
想
法
を
逆
に
行
つ
た
ま
で
ゞ
あ
る
。

　
　
川
上
の
ゆ
つ
磐
群
に
苔
む
す
と
（
と
も
）
　
常
に
も
が
も
な
。
常
処
女

　
　
に
て

と
言
ふ
場
合
を
も
考
へ
て
よ
い
。
「
む
さ
ず
」
は
現
状
で
な
く
、
「
む
す
」

に
対
し
て
言
ふ
の
で
あ
る
。
「
川
上
の
ゆ
つ
磐
群
は
苔
む
す
」
と
言
ふ
が
、

此
場
合
は
苔
む
す
如
く
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
常
若
の
…
…
と
言
ふ
事
に
な
る

の
で
あ
る
。
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此
方
法
で
、
同
時
に
、
「
恋
ひ
つ
ゝ
あ
ら
ず
は
」
「
恋
ひ
せ
ず
は
」
「
も
の

思
は
ず
は
」
な
ど
の
「
ず
」
も
、
解
け
て
ゆ
く
の
か
も
知
れ
な
い
。
此
に
は
、

又
別
の
論
文
が
用
意
せ
ら
れ
る
。

即
、
滋
賀
の
大
曲
は
、
常
に
よ
ど
む
も
の
な
り
と
も
、
よ
ど
ま
ず
し
て
、
昔

の
人
に
復
も
あ
は
め
や
も
、
と
謂
つ
た
形
を
採
る
の
が
、
第
一
義
的
で
あ
る

が
、
其
で
は
、
幾
分
、
意
義
の
通
じ
る
様
に
説
明
す
る
と
、
「
滋
賀
の
大
曲

う
ち
よ
ど
ん
で
、
人
待
つ
と
も
、
待
ち
え
ず
し
て
…
…
」
と
言
ふ
風
に
な
る

も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
さ
う
し
た
後
、
此
「
と
も
」
の
結
着
点
は
下
に

移
つ
て
、
「
ま
た
も
あ
は
め
や
も
」
で
解
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
度
々
例

示
し
て
置
い
た
様
に
、
「
と
も
」
の
呼
応
点
は
、
古
く
は
「
と
も
」
の
直
後

に
あ
つ
た
も
の
だ
。
其
が
、
「
と
も
」
を
以
て
言
ひ
棄
て
る
習
慣
の
生
じ
た
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為
に
、
更
に
感
動
的
に
反
語
的
に
、
違
つ
た
内
容
と
、
方
向
と
を
以
て
説
明

す
る
方
法
が
出
来
た
も
の
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
せ
む
に

　
　
し
ろ
金
も
、
黄
金
も
、
珠
も
、
奈ナ
爾ニ
世セ
武ム
爾ニ
　
優
れ
る
宝
。
子
に
次シ
か

　
　
め
や
も

万
葉
巻
五
の
近
代
的
な
作
品
中
で
も
、
殊
に
も
て
は
や
さ
れ
て
ゐ
る
歌
で
あ

る
。
が
、
此
を
果
し
て
文
法
的
の
論
理
を
逐
う
て
、
説
い
て
く
れ
た
人
が
あ

る
だ
ら
う
か
。
山
田
博
士
な
ど
に
は
、
既
に
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
聞
か
な
い
。
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「
な
に
せ
む
に
」
は
、
「
何
を
し
よ
う
に
」
と
言
ふ
素
朴
な
言
語
情
調
か
ら
、

無
益
と
ま
で
説
か
な
く
て
も
、
放
棄
に
値
す
る
も
の
と
謂
つ
た
解
釈
を
し
て

ゐ
る
の
だ
ら
う
。
だ
が
、
此
用
語
例
の
場
合
は
、
「
と
も
」
と
は
正
反
対
に
、

却
て
、
形
式
上
に
、
古
い
痕
跡
を
止
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
な
に
せ
む
に
」

は
「
何
に
」
と
同
じ
で
あ
る
。
「
せ
む
」
は
「
何
す
れ
ぞ
」
「
何
す
と
か
」

「
あ
ど
す
と
か
」
な
ど
ゝ
同
じ
く
、
近
代
の
「
何
し
に
」
「
ど
う
し
て
」
な

ど
に
通
用
す
る
「
す
」
で
、
不
定
詞
の
意
義
表
現
を
助
け
る
「
あ
り
」
に
代

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
何
の
為
に
」
位
の
語
気
の
、
聞
え
る
時
も
あ

る
の
だ
。

同
じ
憶
良
の
同
じ
理
論
の
長
歌
で
は
、
「
世
の
人
の
尊
み
慕
ふ
七
種クサ
の
宝
も
、

我
波
ワ
レ
ハ
何○

為○

、
わ
が
中
の
産
れ
出
で
た
る
白
珠
の
わ
が
子
古
日
フ
ル
ヒ
は
、
…
…
」
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「
な
に
せ
む
」
と
訓
め
さ
う
な
処
だ
が
、
訣
ら
な
い
。
「
何
せ
む
に
」
と
見

る
な
ら
ば
、
「
七
種
の
宝
も
我
に
は
何
し
に
宝
な
ら
む
や
。
わ
が
中
の
宝
と

い
ふ
は
、
白
玉
の
わ
が
子
古
日
な
り
」
と
説
く
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
も
か
く
も
、
「
白
珠
も
、
黄
金
も
、
珠
も
、
宝
な
り
と
謂
は
る
れ
ど
、
何

し
に
子
に
ま﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
宝
ぞ
。
豈
子
に
次シ
か
め
や
」
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
か
う

し
て
、
此
二
つ
を
並
べ
て
見
る
と
、
長
歌
の
方
は
、
叙
述
部
に
当
る
も
の
を
、

ふ
る
ひ
落
し
て
意
の
通
じ
る
も
の
と
し
て
居
り
、
短
歌
の
方
は
、
古
風
を
残

し
て
居
て
、
更
に
、
次
代
の
合
理
解
に
移
る
過
程
を
示
し
て
ゐ
る
で
は
な
い

か
。

「
ま
さ
れ
る
宝
」
は
、
「
子
に
次
か
め
や
も
」
の
、
全
然
独
立
し
た
詞
句
と

は
関
係
の
な
い
様
に
見
え
る
が
、
今
一
段
に
し
て
「
ま
さ
れ
る
宝
、
子
に
…
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…
」
と
謂
つ
た
風
に
気
分
的
に
接
続
し
か
け
て
居
た
ゞ
ら
う
と
言
ふ
事
も
考

へ
ら
れ
る
。
「
ま
さ
れ
る
宝
」
の
ま
さ
れ
る
は
当
然
、
こ
の
句
が
上
に
つ
く

べ
き
を
示
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
条
件
文
の
呼
応
は
、
呼
応
そ
の
も
の
ゝ
責
任

感
だ
け
を
長
く
存
し
て
居
て
、
実
際
の
論
理
的
職
分
は
忘
れ
て
了
ふ
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
第
二
の
解
釈
の
様
な
「
ま
さ
れ
る
宝
、
子
に
…
…
」
と
続
け

て
考
へ
ら
れ
る
の
も
、
無
理
は
な
い
訣
で
あ
る
。

後
期
王
朝
の
物
語
日
記
の
文
章
に
は
、
更
に
か
う
し
た
事
が
多
く
見
ら
れ
る
。

「
あ
は
れ
」
と
言
ふ
語
は
、
殆
悉
く
「
お
も
し
ろ
し
」
に
も
、
「
か
な
し
」

に
も
、
「
う
れ
し
」
に
も
、
何
に
で
も
つ
く
事
を
予
想
し
て
、
す
べ
て
を
省

略
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
「
あ
は
れ
な
り
」
「
あ
は
れ
の
…
…
」
「
あ
は

れ
な
る
…
…
」
な
ど
言
ふ
風
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
あ
は
れ
」
そ
の
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語
の
含
蓄
自
身
が
、
広
い
様
に
見
え
る
の
だ
。
此
な
ど
は
、
馴
れ
過
ぎ
て
問

題
に
す
ら
な
ら
な
い
。
皆
「
あ
は
れ
」
独
自
の
用
語
例
と
考
へ
て
ゐ
る
。

又
譬
へ
ば
、
「
あ
さ
ま
し
く
」
と
言
ふ
副
詞
形
に
お
い
て
も
、
皆
其
下
に
来

る
叙
述
語
を
省
い
て
、
こ
の
修
飾
語
だ
け
で
気
分
を
十
分
に
出
し
て
居
る
。

更
に
其
を
含
ん
だ
形
と
し
て
、
「
…
…
あ
さ
ま
し
」
と
文
を
綴
め
る
。
「
た

ま
げ
る
程
…
…
だ
」
と
言
ふ
、
気
分
に
は
、
悲
し
さ
も
あ
り
、
情
な
さ
も
あ

り
、
醜
さ
も
あ
り
、
嬉
し
さ
も
あ
る
。
其
が
段
々
近
代
の
「
情
な
さ
」
を
表

す
傾
向
に
、
次
第
に
用
語
例
が
統
一
せ
ら
れ
て
来
た
の
だ
。
又
譬
へ
ば
、

「
わ
り
な
く
」
「
わ
り
な
し
」
の
場
合
で
も
、
さ
う
で
あ
る
。
多
く
は
、
此

下
の
叙
述
語
を
省
い
て
、
其
を
直
に
気
分
的
に
思
は
せ
る
習
慣
に
な
つ
て
、

遂
に
は
其
自
身
に
、
あ
る
意
義
が
加
り
、
固
定
す
る
方
に
傾
く
。
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「
な
か
〳
〵
」
な
ど
も
、
と
て
も
か
う
し
た
例
を
多
く
持
つ
て
ゐ
る
。
も
つ

と
ひ
ど
い
の
は
、
「
う
た
て
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
て

「
う
た
て
」
は
、
副
詞
形
と
し
て
、
特
殊
な
も
の
で
、

　
　
得
田
価
異

ウ
タ
テ
ケ
ニ

心
い
ぶ
せ
し
。
こ
と
は
か
り
　
よ
く
せ
。
吾
が
兄
子
。
逢
へ

　
　
る
時
だ
に
（
万
葉
巻
十
二
）

　
　
秋
と
言
へ
ば
、
心
ぞ
い
た
き
。
宇ウ
多タ
弖テ
家ケ
爾ニ
、
花
に
な
ぞ
へ
て
見
ま
く

　
　
欲
り
か
も
（
同
巻
二
十
）
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後
の
は
、
擬
古
作
家
な
る
家
持
の
作
だ
か
ら
、
個
々
の
語
に
は
信
用
は
置
け

な
い
が
、
此
な
ど
は
、
当
時
ま
だ
生
き
て
ゐ
た
用
語
例
ら
し
く
思
は
れ
る
の

で
、
間
違
ひ
で
は
な
さ
ゝ
う
だ
。

　
　
わ
が
宿
の
毛
桃
の
下
に
月
夜
さ
し
　  

下  

心  

吉  

シ
タ
コ
ヽ
ロ
ヨ
シ

（
苦
（
グ
シ
））
莵 

楯 

頃 

者 

ウ
タ
テ
コ
ノ
ゴ
ロ

　
　
（
同
巻
十
）

　
　
三
日
月
の
さ
や
か
に
見
え
ず
雲
隠
り
　
見
ま
く
ぞ
欲
し
き
。
宇
多
手
比

ウ
タ
テ
コ
ノ

　
　
日ゴロ
（
同
巻
十
一
）

　
　
何
時
は
な
も
、
恋
ひ
ず
あ
り
と
は
あ
ら
ね
ど
も
、
得
田
直
比
来

ウ
タ
テ
コ
ノ
ゴ
ロ
恋
ひ
の

　
　
繁
し
も
（
同
巻
十
二
）

あ
げ
る
も
こ
と
／
″
＼
し
い
が
、
此
が
今
ま
で
知
れ
て
居
る
、
万
葉
集
に
お

け
る
用
例
の
総
計
で
あ
ら
う
。
古
今
集
に
は
、
あ
や
ま
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
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異
例
と
し
て
、

　
　
花
と
見
て
折
ら
む
と
す
れ
ば
、
女
郎
花
う
た
ゝ
あ
る
さ
ま
の
名
に
こ
そ

　
　
あ
り
け
れ
（
古
今
巻
十
九
）

が
残
つ
て
ゐ
る
。
此
な
ど
は
、
う
た
て
で
も
さ
し
支
へ
の
な
い
内
容
を
持
ち

乍
ら
、
真
実
な
ら
ば
、
形
だ
け
に
、
古
風
を
存
し
て
ゐ
る
と
謂
へ
る
。

万
葉
の
は
、
「
う
た
て
け○

に○

」
又
は
「
う
た
て
此○

こ○

ろ○

」
と
言
ふ
風
の
形
し

か
な
い
。
も
つ
と
外
の
表
現
も
あ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
が
、
此
だ
け
で
見
る

と
、
他
の
も
の
も
、
或
は
か
う
言
ふ
風
に
、
一
日
々
々
と
あ
る
状
態
に
進
む

こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
。
「
け
に
」
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
「
日
に
け
に
」
の

「
け
に
」
で
あ
る
。
「
こ
の
ご
ろ
」
は
「
幾
日
以
来
」
だ
か
ら
、
日
頃
に
お

け
る
進
行
を
示
す
の
だ
。
其
か
ら
見
て
も
、
「
う
た
て
」
に
も
、
益
・
愈
な
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ど
の
意
味
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
推
定
せ
ら
れ
る
。
即
、
日
本
紀
旧
註

其
他
、
漢
文
訓
読
の
上
に
残
つ
て
ゐ
る
「
転
ウ
タ
ヽ」
に
、
ぴ
つ
た
り
当
る
も
の
で

あ
る
。

本
来
、
「
う
た
て
」
に
は
、
「
憂
し
」
の
系
統
に
属
す
る
内
容
は
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
処
が
、
歌
の
上
で
、
用
語
例
が
偏
し
て
来
た
為
に
、
叙
述
語
の

方
か
ら
影
響
を
受
け
る
様
に
な
つ
た
の
だ
。

　
　
花
見
れ
ば
花
に
慰
ま
ず
転
ウ
タ
ヽ益
、
花
に
な
ぞ
へ
て
、
人
を
思
ふ
に
、
心
痛

　
　
む
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
秋
と
言
ふ
ほ
ど
、
愈○

心
が
痛
い
の
で
あ
る
。

　
　
か
う
し
て
逢
ひ
得
た
今
だ
け
で
も
、
妾
の
話
に
よ
く
の
つ
て
く
れ
。
此

　
　
頃
一
日
々
々
愈
、
心
が
憂
鬱
に
な
つ
て
行
く
の
を
覚
え
て
ゐ
る
。

「
こ
の
ご
ろ
」
に
つ
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
「
う
た
て
こ
の
ご
ろ
…
…
下
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心
ぐ
し
・
見
ま
く
ぞ
ほ
し
き
・
恋
ひ
の
繁
し
も
」
と
言
ふ
風
に
続
い
て
ゐ
る

の
が
、
句
の
転
倒
す
る
も
の
ゝ
多
い
所
か
ら
、
「
う
た
て
」
が
叙
述
語
の
様

に
感
じ
ら
れ
て
来
る
の
だ
。
か
う
し
た
形
が
進
む
と
、
次
第
に
「
う
た
て
」

が
叙
述
部
を
代
表
す
る
様
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
平
安
朝
の
副
詞
と
叙
述
語

と
の
関
係
を
省
み
る
べ
き
で
あ
る
。

「
う
た
て
」
の
叙
述
語
に
当
る
も
の
が
、
常
に
略
せ
ら
れ
て
、
「
う
た
て
」

自
身
が
、
叙
述
部
に
這
入
つ
て
来
る
様
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
仮
り
に
、

叙
述
語
に
代
る
べ
き
代
用
語
と
し
て
常
に
用
ゐ
ら
れ
た
「
あ
り
」
が
這
入
つ

て
来
る
。
即
、
「
う
た
て
あ
り
」
が
、
是
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
此
語
は
、

既
に
「
う
た
て
、
憂﹅
鬱﹅
な﹅
り﹅
」
な
ど
言
ふ
内
容
を
持
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。

宣
長
が
古
事
記
の
「
…
…
登
許
曾
、
我
那
勢
之
命
為
如
此
登
詔
雖
直
、
猶
其
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悪
態
不
止
而
転
」
を
「
…
…
と
こ
そ
、
あ
が
な
せ
の
み
こ
と
か
く
し
つ
ら
め
、

と
の
り
な
ほ
し
た
ま
へ
ど
も
、
な
ほ
、
そ
の
あ
し
き
さ
ま
や
ま
ず
て
、
う
た

て
あ
り
」
と
古
訓
し
た
の
は
、
時
代
を
錯
誤
し
た
様
に
思
は
れ
る
。
文
章
と

し
て
は
劣
つ
て
ゐ
よ
う
が
、
「
そ
の
あ
し
き
さ
ま
や
ま
ず
て
、
う
た
て
け
に
、

天
照
大
神
…
…
」
と
続
い
て
行
く
の
で
は
な
い
か
。
「
う
た
て
あ
り
」
に
遅

れ
て
出
た
の
は
、
「
う
た
て
く
」
と
い
ふ
形
で
、
か
う
し
て
近
代
に
な
る
と
、

「
う
た
て
し
」
「
う
た
て
き
」
又
、
「
う
た
て
い
」
な
ど
も
、
使
は
れ
出
し

た
。

愈
益
な
ど
言
ふ
意
義
が
、
非
常
に
と
謂
つ
た
意
義
か
ら
、
叙
述
語
に
没
入
し

て
、
憂
愁
を
表
す
語
と
な
つ
て
、
遂
に
は
其
自
身
そ
の
用
語
例
に
の
み
在
る

語
の
様
に
考
へ
ら
れ
、
又
擬
活
用
を
生
じ
、
更
に
純
然
た
る
形
容
詞
の
や
う
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な
姿
を
と
る
事
に
な
つ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
袖
も
照
る
か
に

　
　
ま
き
も
く
の
　
穴
師
の
山
の
山
び
と
ゝ
　
人
も
見
る
か
に
、
山
か
づ
ら

　
　
せ
よ
（
古
今
巻
二
十
）

私
は
、
何
を
言
は
う
と
し
た
の
か
を
、
今
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
。

何
よ
り
も
ま
づ
、
文
法
意
識
の
推
移
と
言
ふ
事
に
注
意
を
向
け
て
貰
ひ
た
い

点
に
、
目
的
が
あ
つ
た
の
だ
。
さ
う
言
ふ
立
ち
場
に
お
い
て
の
み
、
文
法
と

国
語
と
の
、
自
由
な
関
係
が
見
ら
れ
る
の
で
、
此
を
ち
つ
と
で
も
固
定
さ
せ
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て
は
、
も
う
論
理
的
遊
戯
に
陥
る
事
を
述
べ
た
か
つ
た
の
だ
。

だ
が
、
当
面
の
例
題
と
し
て
、
私
の
採
つ
た
も
の
は
、
過
去
の
日
本
語
が
、

今
日
の
国
語
に
お
い
て
は
、
無
用
と
思
は
れ
る
様
な
表
情
法
の
幾
つ
か
を
持

つ
て
居
た
と
言
ふ
点
を
説
く
事
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
呼
応
と
言

ふ
習
慣
が
、
ど
う
言
ふ
意
義
を
、
国
語
発
達
史
の
上
に
持
つ
て
出
て
来
た
の

か
、
其
と
同
じ
く
、
条
件
文
省
略
が
、
其
気
分
的
欠
陥
を
補
ふ
為
に
、
幾
度

も
敷
衍
を
重
ね
て
行
く
事
を
述
べ
た
。
畢
竟
国
語
に
お
け
る
副
詞
句
の
発
達

は
、
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
文
章
的
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
其
が
固
定
に

固
定
を
重
ね
て
単
純
な
所
謂
単
語
と
し
て
の
副
詞
を
用
ゐ
る
様
に
な
つ
た
。

さ
う
し
た
事
が
、
可
な
り
早
く
か
ら
進
ん
だ
文
献
を
持
つ
た
民
族
の
言
語
的

遺
産
の
上
に
も
、
窺
ふ
事
が
出
来
る
、
と
言
ふ
事
を
示
し
た
か
つ
た
の
で
あ
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る
。

　
　
…
…
そ
の
波
の
い
や
し
く
〳
〵
に
、
わ
ぎ
も
子
に
恋
ひ
つ
ゝ
来
れ
ば
、

　
　
あ
ご
の
海
の
荒
磯
の
上
に
、
浜
菜
つ
む
海
部
処
女

ア
マ
ヲ
ト
メ

等
が
、
纓 

有 

領
巾

ウ
ナ
ゲ
ル
ヒ
レ
モ

　
　
文
光
蟹  

テ
ル
カ
ニ

、
手
に
纏マ
け
る
玉
も
ゆ
ら
ゝ
に
、
白
栲
の
袖
ふ
る
見
え
つ
。

　
　
あ
ひ
思
ふ
ら
し
も
（
万
葉
巻
十
三
）

決
し
て
、
単
に
纓
有
領
巾
文
だ
け
を
照
る
か
に
で
受
け
た
も
の
で
は
な
か
つ

た
。
尠
く
と
も
、
あ
ご
の
海
以
下
の
句
は
、
最
初
は
詞
章
を
構
成
す
る
筈
で

あ
つ
た
の
が
、
卒
然
と
し
て
、
「
か
に
」
に
よ
つ
て
、
副
詞
句
化
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
か
う
し
た
長
い
副
詞
句
が
、
元
は
文
章
で
あ
り
、
又
、
其
が
為

に
、
文
章
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
為
の
条
件
法
を
具
へ
た
副
詞
句
が
、

次
第
に
単
純
化
せ
ら
れ
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
」
が
新
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し
い
発
想
法
の
上
か
ら
「
け
な
ば
け
ぬ
べ
く
」
と
直
り
、
更
に
「
け
ぬ
べ
く
」

だ
け
で
訣
る
様
に
な
り
、
愈
端
的
に
、
「
露
霜
の
」
な
ど
言
ふ
所
謂
序
歌
的

な
も
の
を
全
然
ふ
り
落
す
様
に
な
る
、
さ
う
し
た
径
路
は
、
ま
だ
実
は
半
分

し
か
辿
り
き
れ
て
居
な
い
の
で
あ
つ
た
。

こ
ん
な
処
で
、
一
言
す
る
の
は
、
大
方
の
お
心
を
混
乱
さ
せ
る
事
に
な
る
だ

ら
う
と
思
ふ
が
、
此
だ
け
は
申
し
添
へ
て
、
言
ひ
残
し
た
部
分
の
註
釈
に
も

と
考
へ
る
。
か﹅
に﹅
の
「
か
」
は
、
実
は
、
所
謂
形
容
詞
語
根
に
つ
く
「
み
」

「
け
」
「
さ
」
の
「
け
」
で
、
事
実
、
「
げ
」
で
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
同

時
に
、
「
し
づ
か
」
「
か
こ
か
」
「
た
し
か
」
な
ど
の
「
か
」
で
も
あ
つ
た

事
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
さ
う
し
た
固
定
し
た
附
属
辞
の
や
う
な
形
式
化
は

可
な
り
進
ん
で
か
ら
の
事
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
。

54副詞表情の発生



而
も
、
此
等
は
偶
た
ま
た
ま古
代
的
詞
章
の
、
片
影
の
固
定
し
た
も
の
を
包
含
し
た
、

其
さ
へ
も
古
い
時
代
の
も
の
ゝ
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
殆
全
部
が
、
新

し
く
な
つ
た
中
に
、
ほ
ん
の
少
し
俤
を
止
め
た
も
の
、
と
言
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
、
我
々
は
、
そ
の
文
法
的
職
分
を
説
く
に
十
分
な
材
料
を
持
た
な
か

つ
た
訣
で
あ
る
の
だ
。
だ
が
、
か
う
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
稍
、
あ
る
説
明

ら
し
い
も
の
ゝ
出
来
上
つ
た
気
が
す
る
。
一
つ
〳
〵
の
解
説
に
つ
い
て
は
、

間
違
ひ
の
な
い
と
言
ふ
事
は
保
証
出
来
な
い
。
だ
が
大
体
の
方
法
に
お
い
て
、

過
誤
が
な
く
ば
、
か
う
し
た
隠
れ
た
事
実
の
あ
つ
た
事
を
示
す
だ
け
に
は
、

役
立
つ
。

か
や
う
に
持
つ
て
廻
つ
た
様
な
解
説
が
、
忘
れ
ら
れ
た
文
法
研
究
の
一
つ
の

方
法
で
あ
る
と
共
に
、
実
は
今
一
つ
、
私
の
常
に
考
へ
る
所
の
終
著
は
平
凡
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に
し
て
、
過
程
に
は
、
多
少
変
つ
た
処
の
あ
る
方
法
を
寓
し
た
つ
も
り
で
あ

つ
た
。
即
、
言
語
詞
章
は
、
常
に
複
雑
か
ら
単
純
に
赴
く
、
と
言
ふ
信
念
の

表
白
及
び
、
そ
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
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