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私
は
、
日
本
文
学
の
発
生
に
つ
い
て
、
既
に
屡
〻
《
し
ば
し
ば
》
書
い
て
居
る
。
そ
の
都
度
、
幾
分
違
つ

た
方
面
か
ら
、
筆
を
お
ろ
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
ど
う
も
、
千
篇
一
律
に
な
つ
て
居
さ
う
な
ひ
け
目
を
感
じ

る
。
此
稿
に
お
い
て
は
、
も
つ
と
方
面
を
変
へ
て
、
邑
落
の
形
と
、
そ
の
経
済
の
基
礎
に
な
つ
て
行
く
も

の
が
、
文
学
の
上
に
、
幾
分
で
も
姿
を
見
せ
て
ゐ
よ
う
と
言
ふ
様
な
方
面
に
、
多
少
目
を
向
け
て
行
き
た

く
考
へ
る
。

日
本
に
お
け
る
文
学
発
生
　
　
必
し
も
、
我
が
国
に
限
ら
ぬ
こ
と
だ
が
　
　
は
尠
く
と
も
、
文
学
意
識
の

発
生
よ
り
は
、
先
さ
き
だつ
て
ゐ
る
事
は
、
事
実
だ
。
つ
ま
り
、
文
学
の
要
求
が
、
文
学
を
導
い
た
の
で
な
く
、

後
来
文
学
と
し
て
と
り
扱
は
れ
て
よ
い
も
の
が
、
早
く
か
ら
用
意
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
次
第
に
目
的
と
形
態

と
を
変
化
さ
せ
つ
ゝ
も
、
新
し
い
文
学
意
識
を
発
生
さ
せ
る
方
に
、
進
ん
で
来
て
ゐ
た
の
だ
。
其
と
共
に
、

新
し
い
文
学
が
、
他
か
ら
来
り
臨
ん
だ
時
の
為
に
、
実
際
そ
の
要
求
に
叶
ふ
も
の
と
し
て
の
文
学
が
、
既

に
用
意
せ
ら
れ
て
居
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
此
文
学
の
発
足
点
を
、
邑
落
々
々
に
伝
承
せ
ら
れ
た
呪
詞
に
在
る
、
と
見
て
来
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
日
本
文
学
の
発
生
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最
古
い
団
体
生
活
の
様
式
で
あ
つ
た
邑
落
が
、
海
岸
に
開
け
て
、
其
が
次
第
に
、
山
野
の
間
に
進
み
入
つ

て
行
つ
た
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
さ
う
し
た
後
の
邑
落
或
は
国
・
村
に
お
い
て
も
、
や
は
り
以
前
の
時

代
の
生
活
の
形
が
、
其
相
応
に
適
当
な
様
に
、
合
理
化
せ
ら
れ
て
行
つ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
つ
た
。

第
一
、
海
及
び
海
の
彼
方
ア
ナ
タ
の
国
土
に
対
す
る
信
仰
は
、
す
べ
て
、
は
る
／
″
＼
と
続
く
青
空
、
及
び
そ
の

天
に
接
す
る
山ヤマ
の
際マ
の
嶺
に
飜ウツ
し
て
考
へ
ら
れ
て
行
く
様
に
な
つ
た
。
随
つ
て
、
此
二
つ
の
邑
落
生
活
の

印
象
が
、
混
淆
せ
ら
れ
て
、
後
世
ま
で
伝
つ
て
来
た
こ
と
は
、
考
へ
ら
れ
る
の
だ
。

日
本
文
学
の
、
文
学
ら
し
い
匂
ひ
を
持
つ
て
来
る
の
は
、
叙
事
詩
が
出
来
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
其
叙
事

詩
は
、
初
め
か
ら
、
単
独
に
は
現
れ
て
来
な
か
つ
た
。
邑
落
に
伝
つ
た
呪
詞
の
、
変
化
し
て
来
た
も
の
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
呪
詞
は
、
此
土くに
に
生
れ
出
た
も
の
と
は
、
古
代
に
お
い
て
は
、
考
へ
ら
れ
て

は
居
な
か
つ
た
。
即
、
古
代
人
の
所
謂 

海  
阪 

ウ
ナ
ザ
カ

の
、
彼
方
に
あ
る
と
し
た
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
か
ら
齎
さ
れ
た
も
の
、

と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
一
年
或
は
数
年
の
間
に
、
週
期
的
に
時
を
定
め
て
来
る
異
人
　
　
神
　
　
の
唱
へ

た
詞
章
な
の
で
あ
る
。
其
が
、
此
世
界
　
　
邑
落
の
在
る
処
に
伝
へ
残
さ
れ
た
と
考
へ
、
そ
の
伝
襲
を
く

り
返
し
て
ゐ
る
中
に
、
形
式
も
固
定
に
次
い
で
、
変
化
を
重
ね
〳
〵
し
て
、
遂
に
は
、
叙
事
詩
ら
し
い
形

に
、
傾
く
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
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私
は
こ
の
呪
詞
の
中
に
、
二
つ
の
区
画
を
考
へ
て
ゐ
る
。
一
つ
は
、
呪
詞
の
固
有
の
形
を
守
る
も
の
で
、

仮
り
に
分
け
れ
ば
、
「
宣
詞
」
即
、
第
一
義
に
お
け
る
「
の﹅
り﹅
と﹅
」
で
あ
る
。
神
又
は
長
上
か
ら
宣ノ
り
下

す
詞
章
で
あ
る
。
そ
の
詞
を
受
け
る
者
の
側
に
、
こ
れ
に
和
す
る
詞
章
が
出
来
る
の
は
、
自
然
な
事
で
あ

る
。
謂
は
ゞ
「
奏
詞
」
、
古
語
に
存
す
る
称
へ
を
用
ゐ
れ
ば
、
「
よ﹅
ご﹅
と﹅
」
で
あ
る
。
而
も
、
文
献
時
代

に
入
つ
て
は
、
早
く
よ
ご
と
と
言
ふ
語
の
用
語
例
が
訣
ら
な
く
な
つ
て
了
ひ
、
後
世
学
者
は
、
祝
詞
の
古

い
も
の
と
思
ふ
様
に
さ
へ
な
つ
て
居
る
。
其
と
い
ふ
の
も
、
の
り
と
な
る
名
称
の
範
囲
が
拡
が
つ
て
、
古

く
は
、
よ
ご
と
の
領
分
に
あ
つ
た
も
の
ま
で
も
、
の
り
と
　
　
祝
詞
　
　
な
る
用
語
例
に
入
れ
て
言
ひ
表

す
様
に
な
つ
た
為
だ
。

邑
落
に
と
つ
て
、
最
古
く
尊
重
す
べ
き
詞
章
　
　
其
を
唱
へ
る
者
自
身
、
同
時
に
神
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
所
の
　
　
が
、
此
様
に
分
化
し
て
、
の
り
と
と
よ
ご
と
の
二
つ
と
な
つ
た
。
さ
う
し
て
、
国
家
意
識
が

進
む
と
共
に
、
宮
廷
に
誓
ひ
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
資
格
の
国
、
及
び
人
が
殖
え
て
来
る
。
其
詞
章
の
根
柢
を

な
す
も
の
は
、
即
、
主
神
に
対
し
て
、
精
霊
の
奏
し
た
詞
章
の
形
式
を
襲
用
す
る
形
を
と
つ
て
居
る
の
で

あ
る
。
さ
う
し
て
其
が
又
、
次
第
々
々
に
無
限
と
も
言
へ
る
ば
か
り
に
増
加
し
て
行
つ
た
の
だ
。
此
に
対

し
て
、
の
り
と
を
唱
へ
る
人
格
は
、
主
神
の
資
格
に
お
い
て
し
給
ふ
、
宮
廷
の
主
上
が
当
ら
れ
る
事
に
な

つ
て
居
た
の
だ
。
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正
確
に
言
へ
ば
、
宮
廷
に
お
い
て
宣
下
せ
ら
れ
、
或
は
侍
臣
の
口
に
よ
つ
て
、
諸
方
に
伝
達
　
　
み﹅
こ﹅
と﹅

も﹅
つ﹅
こ
と
　
　
せ
ら
れ
る
詞
章
が
、
の
り
と
で
あ
つ
た
。
宮
廷
の
式
日
の
恒
例
と
し
て
、
宣
下
が
あ
る
と

折
り
返
し
、
臣
下
か
ら
、
精
霊
が
主
神
に
対
す
る
立
ち
場
に
倣
う
て
、
奏
上
誓
約
し
た
も
の
が
、
よ
ご
と

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
ら
内
容
に
制
限
の
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。
第
一
条
件
と
し
て
、
服
従
を
誓
ふ
儀

礼
の
精
神
は
、
其
族
の
威
力
の
源
た
る
国
々
　
　
種
族
的
　
　
の
守
護
霊
を
、
聖
躬
に
移
し
献
じ
奉
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
成
り
立
つ
も
の
と
考
へ
て
居
た
。
そ
の
呪
術
に
よ
つ
て
、
宮
廷
の
主
上
の
御
為
に
生
ず
る

効
果
は
、
其
国
々
を
知
る
威
力
を
得
さ
せ
奉
る
と
共
に
、
其
守
護
に
よ
つ
て
、
健
康
と
富
み
を
併
有
さ
せ

申
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
其
で
、
文
献
に
は
、
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
　
　
奏
寿
詞
の
義
　
　
を
以
て
、
宛
て
字
と
し
た
の

だ
。

宮
廷
の
正
儀
と
し
て
、
正
月
朝
賀
の
時
に
、
宣
詞
宣
下
が
あ
る
の
に
、
和
し
奉
る
こ
と
に
定
つ
て
居
た
為
、

「
賀
詞
」
或
は
「
賀
正
事
」
な
る
字
を
作
り
、
又
漠
然
と
「
吉
事
」
な
ど
書
い
て
、
「
よ
ご
と
」
と
訓
じ

る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

古
い
形
で
言
へ
ば
、
神
か
ら
精
霊
に
与
へ
、
精
霊
を
し
て
服
従
を
誓
は
し
め
た
唱
和
の
辞
が
、
宮
廷
と
臣

下
　
　
豪
族
　
　
と
の
間
に
、
後
代
ま
で
も
、
儀
礼
の
姿
と
し
て
続
く
に
到
つ
た
の
で
あ
る
。
此
二
つ
の

関
係
が
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
祝
詞
ノ
リ
ト
が
全
体
を
掩
ふ
用
語
と
な
り
、
よ
ご
と
は
、
其
一
部
分
の
も
の
と
な
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つ
て
了
つ
た
の
だ
。
此
も
、
対
照
的
に
見
る
と
訣
る
。
の
り
と
で
あ
る
べ
き
宣
命
が
、
人
間
　
　
又
は
人

間
で
あ
つ
た
も
の
で
、
尚
生
き
て
居
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
も
の
　
　
に
対
し
て
宣
せ
ら
れ
る
、
宮
廷
の
臨
時

詞
章
に
限
ら
れ
た
の
と
同
じ
筋
道
に
あ
る
。
宮
廷
に
対
し
て
、
人
間
と
し
て
の
立
ち
場
か
ら
奏
上
す
る
も

の
で
、
そ
れ
／
″
＼
の
家
の
、
宮
廷
に
対
す
る
歴
史
的
関
係
を
説
く
、
家
伝
の
詞
章
で
あ
つ
た
。

寿
詞
が
、
国
々
・
家
々
・
氏
々
に
よ
つ
て
、
複
雑
に
分
化
し
て
行
つ
た
と
同
時
に
、
宣
詞
は
、
次
第
に
単

純
化
し
て
行
つ
た
。
数
に
お
い
て
は
、
寿
詞
的
な
も
の
を
も
こ
め
て
、
次
第
に
増
加
し
て
行
つ
た
に
し
て

も
、
形
式
も
短
く
な
つ
て
行
つ
た
。
だ
か
ら
一
方
、
祝
詞
は
、
名
は
の
り
と
で
も
、
実
は
形
式
内
容
共
に
、

寿
詞
的
に
な
つ
た
訣
だ
。

叙
事
詩
は
、
さ
う
し
た
意
味
の
の
り
と
正
し
く
は
、
よ
ご
と
か
ら
、
次
第
に
目
的
を
開
い
て
行
つ
た
も
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
叙
事
詩
自
身
も
、
後
々
ま
で
も
、
呪
詞
的
の
効
果
を
失
は
ず
に
居
た
。
言
ひ
換
へ
れ

ば
、
叙
事
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
呪
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
理
由
も
訣
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
語
部

古
く
見
れ
ば
、
宣
詞
そ
の
物
が
、
主
神
自
身
の
「
出
自
明アカ
し
」
で
あ
り
、
対
象
た
る
精
霊
の
種
姓
を
暴
露
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す
る
と
謂
つ
た
、
内
容
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
な
の
だ
。
其
形
が
、
次
第
に
寿
詞
の
方
へ
移
つ
て
、
宮
廷
に

奉
仕
す
る
家
職
の
歴
史
的
関
係
を
、
奏
寿
者
か
ら
説
く
こ
と
、
益
ま
す
ま
す明
細
な
る
に
到
つ
た
の
だ
。
此
が
、
伝

承
詞
章
に
お
け
る
、
歴
史
的
内
容
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
寿
詞
の
集
注
せ
ら
れ
る
所
は
宮
廷
だ
か
ら
、

宮
廷
の
歴
史
は
、
実
は
、
氏
々
・
国
々
の
寿
詞
の
綜
合
で
あ
つ
た
、
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
或
は
、
国

の
古
代
史
に
、
政
治
的
変
形
の
存
在
を
、
主
張
す
る
人
が
あ
る
。
古
代
史
が
多
く
、
為
政
者
の
作
為
枉
曲

を
含
ん
で
ゐ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
を
認
め
る
人
々
も
尠
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
事
実
は
、
あ
ま
り
考

へ
な
過
ぎ
た
も
の
、
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
宮
廷
自
体
の
歴
史
的
伝
承
の
固
有
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
勿

論
信
じ
ら
れ
る
が
、
多
く
常
に
、
旧
来
附
属
し
た
他
国
・
他
氏
の
伝
承
自
身
に
述
べ
る
所
を
纏
め
て
、
形

づ
く
ら
れ
て
来
た
も
の
と
見
る
の
が
、
本
道
な
の
だ
。
さ
す
れ
ば
、
諸
国
・
諸
氏
に
関
す
る
宮
廷
の
歴
史

は
、
諸
国
・
諸
氏
自
身
の
、
曾
て
は
自
ら
信
じ
、
自
ら
伝
へ
て
居
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
疑
ふ

べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
其
出
た
本
国
・
本
氏
の
伝
承
の
上
に
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

さ
て
、
の
り
と
　
　
宣
詞
　
　
は
、
後
に
よ
ご
と
要
素
を
も
こ
め
て
、
祝
詞
ノ
リ
ト
と
称
し
、
又
分
れ
て
宣
命
と

な
つ
た
。
其
如
く
、
よ
ご
と
は
、  

物    

語  

モ
ノ
ガ
タ
リ

　
　
口
立
て
の
歴
史
　
　
と
な
り
、
又
抒
情
詩
を
分
出
せ
し

め
る
様
に
な
つ
て
行
く
。
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
を
伝
承
し
た
も
の
は
、
国
々
家
々
を
治シ
つ
た
者
の
後
な
る
氏
々
の
族
長
で

あ
つ
た
。
其
由
は
、
日
本
紀
の
飛
鳥
朝
に
な
る
と
、
明
ら
か
に
な
つ
て
来
る
。
寿
詞
は
、
宮
廷
に
奏
す
る
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事
を
目
的
と
し
た
の
だ
か
ら
、
低
い
者
の
任
ぜ
ら
れ
ぬ
理
由
が
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。
処
が
、
其
歴
史
化
し

た
方
面
は
、
其
目
的
が
、
国
或
は
氏
の
神
の
祭
儀
に
用
ゐ
、
族
人
に
周
知
せ
し
め
る
事
を
目
的
と
し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
此
を
伝
奏
・
代
唱
す
る
、
神
聖
な
る
職
業
を
、
生
じ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
即
、 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

の
発

生
し
た
所
以
で
あ
る
。

宮
廷
で
言
へ
ば
、
「
の
り
と
」
を
代
唱
す
る
神
人
　
　
其
資
格
の
上
か
ら
、
神
主
と
い
ふ
　
　
を
生
じ
て
、

中
臣
・
斎
部
の
氏
人
の
位
置
の
定
ま
つ
た
様
に
、
家
々
の
歴
史
的
生
活
の
中
に
、
語
部
職
が
分
化
し
て
、

国
々
の
歴
史
詞
章
の
伝
承
を
掌
り
、
氏
神
の
自
覚
を
促
し
、
氏
神
の
教
養
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

つ
た
。
其
が
、
更
に
分
出
し
た
目
的
が
あ
る
。
其
は
、
自
国
・
自
家
に
残
つ
た
、
神
秘
な
短
章
の
威
力
を

説
く
事
で
あ
る
。
即
、
「
風
俗
歌
」
・
「
風
俗
諺
」
の
起
原
を
明
す
、
語
部
の
物
語
で
あ
る
。
「
く
に
ぶ

り
」
の
歌
及
び
、
諺
を
し
て
、
威
力
を
発
揮
せ
し
め
る
に
は
、
其
来
由
を
説
く
事
が
必
要
で
あ
る
。
其
と

言
ふ
の
は
、
長
い
詞
章
以
外
に
既
に
、
そ
れ
の
詞
章
の
中
か
ら
脱
落
し
た
断
篇
が
、
古
く
か
ら
行
は
れ
て

居
た
。
其
れ
の
起
原
が
神
に
在
り
、
帝
王
に
在
り
、
英
雄
に
あ
り
、
又
は
神
聖
な
事
件
に
あ
る
こ
と
を
説

い
て
、
其
語
を
諷
誦
す
る
こ
と
の
効
果
を
、
増
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
語
部
の
為
事
に
は
、
こ
の

意
味
の
も
の
が
あ
つ
た
事
は
、
寧
む
し
ろ却
て
明
ら
か
な
証
拠
が
あ
る
。
即
、
あ
る
言
語
伝
承
に
就
い
て
、
其
初

ま
り
を
説
き
証アカ
す
、
即
す
な
は
ち歌
或
は
諺
の
「
本
縁
」
　
　
背
景
た
る
事
実
　
　
と
言
ふ
事
と
、
二
方
面
の
為
事
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を
し
た
も
の
が
語
部
で
、
一
つ
は
、
族
長
及
び
そ
の
子
弟
の
教
養
に
、
一
つ
は
儀
礼
の
為
に
、
歴
史
を
語

つ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
抒
情
詩

本
縁
を
負
ひ
持
つ
た
歌
・
諺
は
、
元
々
あ
る
詞
章
か
ら
游
離
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
其
が
果
し
て
、
其
説

く
所
の
本
縁
の
如
く
、
あ
る
語
部
の
物
語
の
中
に
、
元
来
挿
入
せ
ら
れ
て
居
た
も
の
か
、
ど
う
か
と
言
ふ

こ
と
に
な
る
と
、
蓋
然
的
に
は
、
事
実
だ
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
さ
う
し
た
事
の
行
は
れ
る
様
に
な
つ

た
の
は
、
古
く
叙
事
詞
章
の
間
に
、
部
分
的
に
衷
情
を
訴
へ
、
長
上
の
理
会
を
求
め
る
所
謂
く﹅
ど﹅
き﹅
式
な

部
分
が
、
次
第
に
発
達
し
て
来
て
ゐ
た
か
ら
だ
。
早
く
分
離
し
て
も
唱
へ
、
或
は
、
関
係
あ
る
「
本モト
」
　

　
本
縁
　
　
の
詞
章
を
忘
れ
た
も
の
が
、
多
く
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
為
だ
。
か
う
し
て
、
游
離
し
た
歌

諺
が
、
次
第
に
殖
え
て
行
く
一
方
だ
つ
た
訣
だ
。
然
る
後
、
こ
れ
の
「
本
」
た
る
べ
き
詞
章
を
求
め
る
努

力
が
、
遂
に
か
う
し
た
語
部
の
職
掌
の
中
に
、
一
分
化
を
起
す
様
に
な
つ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
語
部
の
物

語
が
、
古
代
の
歌
諺
を
必
し
も
正
し
く
元
の
形
に
復
し
、
適
当
な
本
章
の
中
に
納
め
た
と
ば
か
り
は
、
思

は
れ
な
い
の
が
多
か
つ
た
。
却
て
間
違
へ
た
も
の
が
多
か
つ
た
ゞ
ら
う
。
此
は
、
記
・
紀
そ
の
他
を
見
て

10日本文学の発生



も
、
歌
諺
と
、
そ
の
成
立
の
事
情
を
説
く
物
語
と
が
、
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
緊
密
を
欠
い
た
場
合
の
多
い
こ
と

を
以
て
も
、
思
は
れ
よ
う
。

語
部
の
職
掌
は
と
も
あ
れ
、
歌
及
び
諺
に
就
い
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
歌
は
、
其
語
原
か
ら
見
て
、
理

会
を
求
め
て
哀
願
し
、
委
曲
を
尽
し
て
愁
訴
す
る
意
味
を
持
つ
う﹅
た﹅
ふ﹅
」
で
あ
る
こ
と
が
訣
れ
ば
よ
い
。

か
う
し
て
叙
事
は
、
抒
情
を
孕
み
、
平
面
な
呪
詞
か
ら
出
た
叙
事
が
、
立
体
的
な
感
情
表
出
を
展
開
し
て

来
た
の
だ
。

其
と
共
に
、
諺
に
つ
い
て
見
た
い
。
実
は
、
歌
も
諺
も
同
様
な
も
の
と
言
へ
る
が
、
成
立
の
事
情
に
お
い

て
、
少
々
の
区
分
が
あ
る
。
従
つ
て
、
形
式
に
お
い
て
も
、
歌
と
は
違
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
内
容
は
勿
論
、

そ
の
方
角
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
諺
は
、
社
会
的
事
象
の
歴
史
的
説
明
で
あ
り
、
又
其
説
明
を
要
す
る
も
の

で
あ
り
、
或
は
、
積
極
消
極
の
両
様
に
お
け
る
奨
励
で
あ
り
、
或
は
訓
諭
・
禁
止
で
あ
る
。
多
く
宗
教
的

の
基
因
を
思
は
せ
る
契
約
を
含
ん
で
ゐ
る
。
も
つ
と
適
切
に
言
へ
ば
、
神
の
語
な
る
が
故
の
、
失
ふ
事
の

出
来
な
い
伝
承
で
あ
る
。
断
片
的
な
緊
張
し
た
言
語
で
あ
る
。

諺
の
発
生
こ
そ
は
、
叙
事
詩
以
前
か
ら
、
叙
事
詩
に
な
つ
て
も
、
尚
行
は
れ
て
ゐ
た
と
見
え
る
も
の
で
、

歌
の
発
生
す
る
原
因
に
な
つ
た
、
一
つ
前
の
形
な
の
で
あ
る
。
寿
詞
の
元
な
る
宣
詞
が
、
命
令
的
表
現
で

あ
る
所
か
ら
、
さ
う
し
た
傾
向
を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
訣
り
易
く
言
へ
ば
、
宣
詞
の
緊
要
部
な
る
神
の
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「
真
言
」
の
脱
落
し
た
も
の
な
の
だ
。
歌
よ
り
も
、
と
り
わ
け
古
く
、
断
篇
で
あ
り
、
原
詞
章
不
明
の
も

の
が
多
か
つ
た
ら
し
い
。
此
が
「
枕
詞
」
「
序
歌
」
な
り
、
或
は
神
聖
な
る
「
神
・
人
の
称
号
」
な
り
に

固
定
す
る
外
に
、
こ
の
諺
の
起
原
と
称
す
る
第
二
次
の
物
語
を
発
生
さ
せ
た
り
し
た
。
さ
う
し
て
、
こ
の

語
を
周
る
短
篇
は
、
笑
話
の
前
型
と
さ
へ
な
つ
て
ゐ
る
。

宣
詞
が
、
対
照
的
に
寿
詞
を
派
生
し
、
寿
詞
が
叙
事
詩
を
分
化
し
、
叙
事
詩
と
相
影
響
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
宣
詞
か
ら
諺
が
、
叙
事
詩
自
身
か
ら
は
、
歌
の
発
生
し
て
来
た
径
路
は
、
此
で
説
け
た
こ
と
に
し
て

貰
ふ
。

　
　
　
　
　
　
叙
事
詩

叙
事
詩
の
成
立
が
、
邑
落
或
は
国
家
生
活
の
間
に
、
次
第
に
新
し
く
歴
史
観
を
生
じ
て
来
る
。
村
に
と
つ

て
は
、
叙
事
詩
の
存
在
が
、
大
切
な
条
件
と
な
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
な
ら
、
叙
事
詩
の
初
頭

の
部
分
は
、
す
べ
て
村
の
開
闢
と
考
へ
ら
れ
る
時
か
ら
伝
つ
た
も
の
、
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
か
と
言
ふ
と
、

さ
う
ば
か
り
で
も
な
い
。
信
仰
の
上
で
は
、
其
考
へ
の
基
礎
に
立
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
後
代

村
の
巫
覡
の
感
得
に
よ
つ
て
唱
へ
伝
へ
ら
れ
た
も
の
ゝ
、
却
て
多
い
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
の
だ
。
だ
が
同
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時
に
、
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
し
い
部
落
の
建
設
と
共
に
出
来
て
来
る
、
第
二
次
的
の
叙
事

詩
で
あ
る
。

村
の
成
立
の
基
礎
に
は
、
旧
村
の
分
岐
す
る
事
実
と
、
統
制
あ
る
職
業
団
体
　
　
古
代
の
職
業
は
、
す
べ

て
神
の
為
の
も
の
と
し
て
、
聖
な
る
職
団
を
形
づ
く
つ
た
　
　
の
群
居
と
に
就
い
て
見
ね
ば
な
ら
な
い
。

此
二
つ
は
、
後
来
久
し
く
新
し
い
、
部
落
を
構
成
す
る
理
由
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。

事
実
に
つ
い
て
言
ふ
と
、
国
家
が
固
ま
つ
て
後
、
複
姓
　
　
小
氏
　
　
の
家
が
分
立
し
て
、
近
所
遠
方
に

処
を
占
め
る
や
う
に
な
つ
た
事
の
前
型
と
し
て
、
部
落
か
ら
岐
れ
て
、
更
に
小
邑
を
作
る
事
が
行
は
れ
て

居
る
の
だ
。
譬
へ
ば
、
物
部
氏
の
中
に
、
岐
れ
居
た
土
地
に
よ
つ
て
、
幾
流
の
複
姓
を
生
じ
、
其
が
後
ほ

ど
族
長
更
迭
し
て
、
氏
神
に
仕
へ
る
様
に
な
つ
た
例
と
、
同
じ
事
が
、
他
　
　
他
氏
　
　
の
邑
落
に
も
多

い
。
さ
う
し
て
、
此
等
の
村
が
、
皆
其
々
分
岐
の
歴
史
よ
り
も
、
寧
む
し
ろ互
に
本
氏
と
な
り
得
る
様
な
自
由
な

伝
承
を
伝
へ
た
叙
事
詩
を
、
持
つ
て
居
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
中
臣
の
一
部
、
藤
原
に
居
た
も
の
が
、
藤

原
を
氏
名
と
し
て
、
複
姓
と
し
て
の
特
定
の
神
、
其
氏
神
・
郷
土
々
着
の
神
等
を
祀
つ
た
様
に
、
又
、
旧

族
大
春
日
氏
の
氏
族
の
中
心
た
る
氏
上
が
、
時
々
に
交
替
し
て
、
そ
の
都
度
、
其
族
長
の
祀
る
神
を
拝
す

る
例
だ
つ
た
ら
し
い
の
を
見
て
も
、
村
及
び
氏
族
に
隆
替
が
あ
り
、
中
心
が
常
に
動
い
て
ゐ
た
こ
と
が
思

は
れ
る
。
必
し
も
、
大
氏
は
永
久
に
、
小
氏
を
総
べ
て
居
た
と
の
み
は
言
へ
ぬ
の
だ
。
此
事
は
、
小
村
分
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立
の
時
の
事
情
か
ら
思
ひ
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

村
の
成
立
に
つ
い
て
、
尚
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
古
い
事
情
は
、
職
団
の
移
動
・
定
住
の
状
態
で
あ
る
。

職
の
神
聖
な
る
長
者
は
、
宮
廷
式
に
言
へ
ば
、   

伴      

造   

ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

で
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
其
宮
廷
直
属
の
、
由

来
久
し
い
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
特
に
伴
緒
と
称
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。
伴
造
の
所
管
に
あ
る
民
は
、

伴
部
で
あ
る
が
、
其
団
体
が
常
に
漂
遊
し
て
、
諸
国
に
散
在
し
て
居
る
の
と
、
各
処
に
定
居
し
て
居
た
も

の
と
が
あ
つ
た
。
小
氏
が
村
を
作
る
の
は
、
普
通
形
式
で
あ
る
。
職
団
部
民
の
方
は
、
其
に
対
し
て
、
さ

す
ら
ひ
歩
く
の
が
、
古
い
形
ら
し
く
、
其
伴
造
に
な
る
も
の
が
、
京
に
住
む
様
に
な
つ
て
行
つ
た
も
の
と

思
は
れ
る
。
併
し
、
其
と
て
も
わ
り
あ
ひ
、
後
代
に
纏
つ
た
二
つ
の
様
式
か
も
知
れ
な
い
。
ま
づ
此
様
式

か
ら
言
へ
ば
、
後
世
の
新
撰
姓
氏
録
の
記
載
例
な
ど
も
、
其
固
定
し
た
俤
を
伝
へ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

だ
か
ら
、
事
情
に
よ
つ
て
は
、
可
な
り
早
く
、
諸
処
に
定
住
し
た
例
も
あ
る
。
其
は
、
後
に
言
ふ
。

こ
れ
を
、
宮
廷
の
上
の
習
儀
に
う
つ
し
て
見
て
も
、
同
様
の
事
が
あ
つ
た
。
即
、
後
世
、
荘
園
の
出
て
来

る
元
の
形
は
、
こ
ゝ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
御
名
代
部

ミ
ナ
シ
ロ
ベ

・
御
子
代
部

ミ
コ
シ
ロ
ベ

な
ど
称
す
る
も
の
は
、
宮
廷
に
お
い

て
、
新
村
落
を
分
立
し
た
場
合
の
称
号
で
あ
つ
た
。
而
も
詳
し
く
言
へ
ば
、
必
し
も
土
地
に
固
定
し
た
民

団
ば
か
り
で
な
く
、
流
離
す
る
職
団
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
の
だ
。
だ
が
、
社
会
的
地
位
が
す
べ
て

土
地
を
基
礎
と
す
る
時
代
に
な
つ
て
は
、
段
々
其
が
、
村
の
形
に
傾
い
て
行
つ
た
の
は
、
事
実
で
あ
る
。
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御
名
代
・
御
子
代
、
名
義
に
区
別
は
あ
る
が
、
内
容
は
、
古
書
に
も
多
く
、
混
用
せ
ら
れ
て
居
る
。

実
は
、
宮
廷
に
お
い
て
の
、
さ
う
し
た
村
落
成
立
の
原
因
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
稍やや
違
つ
た
形
を
持
つ

て
ゐ
た
。
代
々
の
主
上
は
、
宮
廷
信
仰
の
上
で
は
、
常
に
一
人
格
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
考
へ
申
し

て
居
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
歴
史
的
な
考
へ
方
が
生
じ
る
と
、
御
一
代
々
々
々
を
、
別
々
に
考
へ
申
す
様
に

な
つ
て
来
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
あ
る
御
代
の
な
ご
り
を
留
め
る
記
念
事
業
と
謂
つ
た
目
的
を
、
其
御
方
に

関
係
深
い
部
民
の
上
に
考
へ
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。
即
、
列
聖
直
属
の
部
民
で
、
宮
廷
の
信
仰
を
宣
伝

す
る
用
を
な
し
て
ゐ
た
宮
廷
暦
即
、
日
置
ヒ
オ
キ
の
搬
布
者
　
　
大
舎
人
と
し
て
、
御
代
々
々
の
天
子
に
近
侍
し

た
人
々
が
、
任
果
て
ゝ
後
、
郷
国
に
還
つ
て
そ
の
役
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
即
す
な
は
ち歴
代
の
主
上
に
、
日
置

部
或
は
日
置
大
舎
人
部
又
略
し
て
大
舎
人
部
と
し
て
、
仕
へ
た
人
で
あ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、
其
大
舎

人
部
が
、
あ
る
代
の
主
上
を
記
念
す
る
に
適
当
な
特
殊
な
名
号
を
称
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
。
極
め
て
自
然

に
、
御
代
々
々
の
主
上
の
御
な
ご
り
を
止
め
る
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
。
日
置
と
い
ふ
の
は
日
を
か
ぞ
へ
る

事
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
新
叙
事
詩
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さ
う
し
た
宮
廷
の
村
々
が
、
単
に
独
立
し
て
散
在
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
大
舎
人
の
後
が
、
そ
の
部
の

伴
造
に
当
る
宰
ミ
コ
ト
モ
チと
し
て
、
あ
る
方
々
の
支
配
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
即
、
日
置
部
・
々
々
々
を
総

管
す
る
の
が
、
其
部
の
創
立
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
御
方
の
御
子
孫
、
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
の
だ
。
其
処
に
、

宮
廷
領
の
分
立
並
び
に
、
平
安
朝
に
お
け
る 

先  

帝 

セ
ン
ダ
イ

観
・
後
院
ゴ
ヰ
ン
制
度
の
生
れ
て
来
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ

る
。
歴
代
主
上
直
属
の
民
、
及
び
土
地
の
継
承
に
は
、
今
日
で
は
不
明
な
、
あ
る
形
式
が
あ
つ
た
の
で
あ

ら
う
。
即
、
次
代
に
伝
る
事
も
あ
れ
ば
、
又
次
々
代
に
伝
り
、
或
は
宮
廷
外
に
出
て
行
く
形
も
あ
つ
た
ら

し
い
。

宮
廷
に
お
け
る
部
民
継
承
の
形
が
、
分
化
せ
ず
に
は
居
な
か
つ
た
。
皇
子
及
び
皇
后
の
為
の
部
民
で
あ
る
。

正
式
に
言
へ
ば
、
皇
子
の
為
の
も
の
は
、
別
部
ワ
ケ
ベ
と
言
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
ら
う
。
皇
子
尊
が
、
宮
廷
の
聖
な

る
侯
補
と
し
て
の
位
に
備
ら
れ
た
為
に
、
日
置
部
同
様
、
別ワケ
の
部
民
が
出
来
た
の
だ
。
後
に
専
ら
、
御
子

代
部
と
言
ひ
、
又
、
御
名
代
部
の
内
に
籠
め
て
も
言
は
れ
る
様
に
な
つ
た
の
が
、
此
で
あ
る
。

必
し
も
、
早
世
せ
ら
れ
、
其
伝
ふ
べ
き
子
孫
の
な
い
時
、
こ
の
皇
子
在
世
の
記
念
と
し
て
立
て
た
も
の
と

は
言
へ
な
い
。
子
孫
あ
り
乍
ら
、
御
子
代
部
の
あ
つ
た
例
が
多
く
も
あ
り
、
又
在
世
中
か
ら
定
め
ら
れ
て

も
居
た
こ
と
も
、
古
い
形
ら
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
死
後
立
て
た
様
に
説
く
の
は
、
後
の
合
理
化
と

見
て
よ
か
ら
う
。
而
も
全
然
、
新
し
く
作
る
も
の
と
言
ふ
よ
り
は
、
従
来
の
部
民
の
名
称
を
改
め
さ
せ
て
、
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新
部
民
・
新
部
落
を
形
づ
く
る
様
に
な
つ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

御
子
代
部
の
所
管
が
、
其
皇
子
の
名
義
を
伝
へ
る
方
々
の
伝
統
か
ら
去
つ
て
、
新
し
い
方
面
に
行
く
こ
と

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
廷
に
お
い
て
、
宮
廷
領
の
分
化
し
た
も
の
と
言
ふ
べ
き
も
の
ゝ
主
が
失
は
れ
た
場

合
は
、
之
を
襲
ぐ
新
し
い
部
曲
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
引
い
て
は
、
宮
廷
で
は
、
其
直
属
で
な

い
も
の
で
も
、
旧
部
曲
伝
来
の
詞
章
不
明
に
な
つ
た
も
の
は
、
之
を
没
収
し
て
、
新
所
有
者
を
、
皇
子
の

中
か
ら
択
ぶ
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
山
部
の
財
産
に
対
し
て
、
大
山
守
皇
子
の
併
有
を
宣
し
た
如
き

は
、
其
例
で
あ
る
。
此
時
は
、
伝
承
の
詞
章
に
よ
つ
て
、
危
く
没
収
を
免
れ
て
ゐ
る
。

子
代
の
為
に
新
立
し
た
継
承
者
は
、
即
養
子
に
当
る
の
で
あ
る
。
別
部
の
発
達
に
連
れ
て
起
つ
た
も
の
が
、

私
部
で
あ
る
。
宮
廷
を 

大  

家 

オ
ホ
ヤ
ケ

　
　
公
　
　
と
言
ふ
に
対
し
て
、
後
宮
の
主
の
上
に
、
後
代
非
公
式
に
生

じ
た
も
の
と
し
て
、
私
部
の
字
を
、
后
の
部
民
・
領
土
の
上
に
宛
て
た
。
き
さ
い
つ
べ
　
　
き
さ
い
ち
べ

＞
き
さ
い
べ
　
　
と
言
ふ
。
こ
れ
を
多
く
、
御
名
代
部
と
言
ふ
。
混
同
し
て
皇
子
の
御
子
代
ま
で
を
も
こ

め
て
言
ふ
様
に
な
る
。
此
私
部
又
は
、
御
名
代
部
の
起
原
を
説
い
た
大
春
日
皇
后
伝
説
が
あ
る
が
、
事
実

は
其
前
か
ら
あ
つ
た
も
の
と
も
思
は
れ
る
。
こ
れ
に
も
、
御
腹
に
、
御
名
を
伝
へ
る
べ
き
皇
子
の
な
い
の

を
歎
か
れ
た
為
に
、
主
上
私
部
を
立
て
る
こ
と
を
免ゆる
さ
れ
た
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
と
に
か
く
、
私
有
部
曲

の
起
原
を
説
い
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
但
、
此
と
同
じ
境
涯
に
あ
つ
た
内
親
王
に
は
、
更
に
古
い
伝
へ
が
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あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
と
共
に
、
此
大
春
日
部
以
下
の
起
原
説
明
が
、
荘
園
の
古
形
態
を
示
し
て
居
る
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
部
曲
を
立
て
る
風
が
、
延
長
せ
ら
れ
て
、
臣
下
の
上
に
及
ん
だ
の
は
、
日

本
的
に
は
、
主
と
し
て
宮
廷
と
の
血
縁
関
係
の
、
深
ま
つ
て
来
た
為
で
あ
ら
う
。

か
う
言
ふ
風
に
、
次
第
に
財
産
観
念
を
出
し
て
来
る
が
、
其
根
本
を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
詞
章
で
あ
つ

た
。
先
に
述
べ
た
大
山
守
皇
子
の
、
山
部
の
土
地
人
民
を
押
領
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
唯
一
の
理
由

は
、
山
部
・
山
守
の
別
を
知
ら
し
め
た
山
部
の
詞
章
の
存
在
し
た
事
に
よ
る
。
村
又
は
部
民
の
成
立
を
説

く
所
の
口
頭
の
物
語
が
、
其
部
民
或
あ
る
い
は、
神
人
の
間
に
伝
つ
て
、
そ
の
土
地
・
そ
の
職
業
の
来
由
と
、
宮
廷

と
の
関
係
そ
の
他
を
伝
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
村
の
新
立
・
部
民
の
結
集
の
為
に
は
、
叙
事

詩
を
与
へ
る
必
要
が
あ
つ
た
の
だ
。
も
つ
と
自
然
に
言
へ
ば
、
村
　
　
及
び
部
曲
　
　
は
、
物
語
の
継
承

を
必
須
条
件
と
し
て
居
た
。
村
の
開
き
主
に
関
す
る
物
語
な
く
て
は
、
村
の
存
在
は
意
味
な
く
、
存
立
危

険
な
も
の
で
も
あ
つ
た
の
だ
。

大
春
日
部
そ
の
他
の
伝
へ
と
思
は
れ
る
、
安
閑
天
皇
・
春
日
皇
后
の
妻
訪
ひ
の
物
語
歌
の
如
き
は
、
大
国

主
・
沼
河
媛
の
唱
和
と
根
本
に
お
い
て
異
な
る
所
が
な
い
。
又
反
正
天
皇
の
御
誕
生
に
関
す
る
物
語
の
如

き
も
、
同
じ
形
式
を
た
ぐ
れ
ば
、
三
つ
の
似
た
事
蹟
が
、
後
代
の
皇
子
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。

叙
事
詩
の
史
実
化
に
つ
い
て
、
そ
の
糸
口
は
書
い
た
。
事
実
に
お
い
て
、
真
の
歴
史
を
後
世
に
伝
へ
る
成
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心
を
持
つ
て
し
た
の
が
、
語
部
の
出
発
点
で
も
な
く
、
又
そ
の
内
容
自
身
が
、
実
在
性
の
保
障
出
来
る
唯

一
偶
発
事
件
の
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
の
が
、
普
通
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
部
落
・
部
曲
の
詞
章

尊
い
皇
子
の
為
に
は
、
そ
の
誕
生
か
ら
生
ひ
立
ち
の
過
程
の
あ
る
期
間
の
叙
述
を
類
型
的
に
物
語
る
も
の

が
、
中
心
に
な
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
す
べ
て
の
尊
貴
の
方
々
の
出
生
に
関
す
る
儀
礼
＝
＝

産
養
　
鎮
魂
　
祓
除
　
養
育
　
母
・
小
母
・
乳
母
に
関
聯
し
た
事
＝
＝
に
く
り
返
さ
れ
た
類
型
の
行
事
が
、

あ
る
方
々
の
歴
史
と
特
殊
化
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
だ
。
別
の
語
を
以
て
す
れ
ば
、
家
筋
・
村
筋
・
職
筋
に

お
い
て
は
、
其
開
初
の
人
の
一
代
記
か
ら
語
り
は
じ
め
る
事
を
、
条
件
と
し
て
ゐ
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
出

生
譚
に
重
き
を
置
く
の
は
、
理
由
の
あ
る
事
で
あ
る
。
其
か
ら
、
時
代
の
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
一
代

の
中
の
重
要
事
項
を
併
せ
陳
べ
る
こ
と
に
な
つ
た
と
思
は
れ
る
。
が
、
ほ
ん
た
う
の
史
実
を
と
り
扱
ふ
様

に
な
る
の
は
、
極
め
て
後
の
事
と
考
へ
る
の
が
正
し
い
。

譬
へ
ば
、 

建  

部 

タ
ケ
ル
ベ

の
伝
承
に
は
、
却
て
成
人
後
の
伝
に
重
き
を
お
い
て
、
生
ひ
立
ち
に
つ
い
て
は
、
父
帝

の
、
碓ウス
に
た
け
び
せ
ら
れ
た
事
を
言
ふ
の
み
で
あ
る
。
此
な
ど
は
、
聖
子
誕
生
に
関
す
る
別
殊
の
形
式
の
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存
在
を
思
は
せ
る
も
の
で
な
く
ば
、
恐
ら
く
後
の
大
事
件
を
主
と
し
て
、
生
ひ
立
ち
の
語
り
を
忘
却
し
た

も
の
と
見
て
よ
い
の
だ
。
唯
時
と
し
て
、
稀
に
誕
生
の
部
分
の
細
叙
せ
ら
れ
た
方
々
の
物
語
が
、
残
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
為
、
小
数
の
尊
貴
の
上
の
事
実
だ
と
見
ら
れ
る
の
は
、
実
は
す
べ
て
に
亘
つ
て
あ
つ
た

事
、
語
ら
れ
た
事
が
、
特
別
に
、
あ
る
部
曲
に
限
つ
て
残
つ
た
為
の
様
に
思
は
れ
る
。

か
の
反
正
天
皇
の
産
湯
に
関
す
る
伝
へ
の
類
型
は
、
既
に
一
部
分
固
定
化
を
経
た
も
の
で
あ
つ
た
。
大
国

主
の
子
あ﹅
ぢ﹅
す﹅
き﹅
た﹅
か﹅
ひ﹅
こ﹅
ね﹅
の﹅
、
品
遅
部

ホ
ム
チ
ベ

を﹅
定﹅
め﹅
き﹅
」
と
あ
る
。
漂
遊
・
定
住
二
つ
の
形
が
、
此
等
の

部
曲
の
村
々
の
上
に
、
現
れ
て
居
た
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
。

一
筋
の
類
型
的
な
物
語
の
中
で
、
部
曲
の
性
質
職
掌
に
よ
つ
て
、
あ
る
部
分
が
発
達
し
、
他
の
部
分
が
減

退
し
、
又
は
、
全
部
を
失
う
て
し
ま
ふ
事
す
ら
、
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
其
残
つ
た
物
語
が
、

そ
の
部
落
・
部
曲
の
職
掌
に
、
深
く
関
聯
を
持
つ
て
ゐ
る
本
縁
譚
の
様
に
考
へ
ら
れ
た
の
だ
ら
う
。
私
部

の
方
で
見
て
も
、
先
に
述
べ
た
様
に
、
大
国
主
・
沼
河
媛
の
結
婚
形
式
を
前
型
と
し
て
、
儀
礼
の
行
は
れ

た
処
か
ら
、
其
が
叙
事
詩
化
し
て
伝
つ
た
大
春
日
皇
后
伝
、
及
び
其
を
伝
へ
た
部
落
・
部
曲
が
出
来
、
後

に
、
其
に
よ
つ
て
、
其
地
其
物
成
の
私
有
が
保
障
せ
ら
れ
て
行
く
様
に
な
つ
た
も
の
な
の
だ
。
又
万
葉
巻

十
三
を
見
て
も
、
泊
瀬
の
地
に
、
同
類
の
伝
へ
を
有
す
る
も
の
ゝ
あ
つ
た
事
が
知
れ
る
。
恐
ら
く
雄
略
天

皇
の
皇
妃
に
関
す
る
も
の
な
の
だ
ら
う
。
譬
へ
ば
、
又
そ
の
雄
略
后
と
仁
徳
后
と
の
、
お
二
方
で
は
、
御
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性
格
的
に
非
常
な
相
違
が
あ
る
様
に
、
歌
の
上
か
ら
想
像
出
来
る
様
に
伝
つ
て
ゐ
る
が
、
大
国
主
に
お
け

る
す
せ
り
媛
の
歌
及
び
そ
れ
か
ら
類
推
せ
ら
れ
る
御
性
格
や
、
傾
向
の
分
化
し
て
来
た
痕
を
見
る
べ
き
で

あ
る
。
御
名
代
部
の
起
因
の
、
古
い
伝
へ
な
る
仁
徳
紀
の
八
田
稚
郎
女
の
伝
記
如
き
も
、
そ
の
御
為
の
私

部
の
　
　
皇
女
の
場
合
は
八
田
部
の
　
　
成
立
を
物
語
る
、
古
い
一
つ
の
伝
へ
で
あ
つ
て
、
必
し
も
其
頃

か
ら
、
後
の
意
味
の
名
代
が
あ
つ
た
、
と
言
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ら
う
。

其
が
次
第
に
、
逆
に
名
を
伝
へ
る
為
、
伝
統
継
承
者
の
な
い
為
と
言
ふ
考
へ
を
派
出
し
、
生
存
の
記
念
を
、

後
世
に
伝
へ
よ
う
と
言
ふ
こ
と
か
ら
出
た
と
考
へ
る
様
に
な
つ
て
来
た
の
だ
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
さ
う
し
た
新
立
の
部
曲
・
部
落
で
は
、
そ
の
創
立
者
或
は
、
創
立
者
に
擬
せ
ら
れ
た

貴
人
の
物
語
を
語
る
事
に
よ
つ
て
、
其
々
の
存
在
が
価
値
あ
り
、
保
障
せ
ら
れ
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
発
達
す
れ
ば
、
后
・
皇
子
の
為
の
も
の
は
、
妃
嬪
・
諸
王
・
寵
臣
の
上
に
も
及
ぶ
こ
と
、
既
記
の

通
り
で
あ
る
。
宮
廷
直
轄
地
以
外
尚
、
旧
領
の
私
有
を
認
め
ら
れ
て
居
た
ゞ
ら
う
と
思
は
れ
る
旧
来
の
豪

族
の
土
地
を
除
い
て
、
　
　
此
に
つ
い
て
は
頗
る
繁
雑
な
問
題
が
拡
つ
て
ゐ
る
　
　
新
し
い
公
認
の
荘
園

が
出
来
て
来
た
理
由
は
、
茲
に
あ
る
の
だ
。

つ
ま
り
荘
園
の
前
型
、
部
曲
固
有
の
利
権
を
保
護
す
る
唯
一
の
証
拠
と
し
て
、
此
等
の
詞
章
が
、
後
々
役

立
つ
事
に
な
つ
た
の
だ
。
此
は
実
際
、
叙
事
詞
章
が
呪
詞
の
一
体
で
あ
つ
た
と
の
、
旧
信
仰
の
持
続
せ
ら
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れ
て
ゐ
た
所
か
ら
生
じ
た
効
果
で
あ
つ
た
。
即
、
系
図
の
持
つ
威
力
と
一
つ
で
あ
つ
た
。
古
代
に
お
い
て
、

さ
う
し
た
系
図
の
口
頭
詞
章
に
よ
る
も
の
を
、
つ﹅
ぎ﹅
と
言
ひ
、
宮
廷
で
は
ひ
つ
ぎ
、
他
氏
で
は
よ
つ
ぎ
と

言
つ
た
。
呪
詞
・
系
図
・
叙
事
詩
の
区
別
が
、
極
め
て
尠
か
つ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
漂
游
族
の
芸
能

部
落
を
な
し
た
も
の
は
、
其
に
よ
つ
て
、
時
代
的
権
勢
家
に
併
合
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
免
れ
た
が
、

漂
游
す
る
部
曲
民
で
も
亦
、
此
詞
章
に
よ
つ
て
職
と
、
財
産
と
を
護
る
こ
と
が
出
来
た
。
と
同
時
に
、
あ

る
種
の
族
人
だ
と
言
ふ
こ
と
は
、
其
を
棄
て
な
い
者
ほ
ど
、
愈
明
ら
か
に
な
つ
て
行
つ
た
訣
だ
。
譬
へ
ば
、

海
人
部
の
民
が
、
其
で
あ
る
。
海
人
の
職
の
起
原
を
説
く
物
語
は
固
よ
り
だ
が
、
中
間
に
於
い
て
は
寧
、

多
く
海
辺
に
流
離
し
た
貴
人
の
物
語
の
類
の
、
一
見
何
の
所
縁
も
な
い
情
史
的
な
物
語
ま
で
も
、
と
り
こ

ん
だ
物
語
群
を
持
つ
て
、
諸
国
を
巡
游
す
る
様
に
な
つ
た
。
其
に
よ
つ
て
、
彼
部
曲
の
職
掌
が
公
認
せ
ら

れ
る
と
共
に
、
一
種
の
芸
術
的
遊
行
団
が
成
立
す
る
訣
で
あ
る
。
彼
等
の
職
掌
は
、
其
自
身
の
中
心
と
な

つ
て
ゐ
る
宗
教
儀
礼
を
、
宣
布
す
る
手
段
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
、
自
然
、
遊

行
・
芸
能
・
宗
教
儀
礼
は
、
団
体
の
成
立
条
件
と
も
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
古
代
か
ら
中
世
へ
亘
つ
て
、
か
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う
し
た
巡
游
神
人
を
「
ほ
か
ひ
」
と
称
し
た
。
さ
う
言
つ
て
よ
い
だ
け
の
名
も
実
も
、
存
し
て
ゐ
た
の
だ
。

日
本
に
お
け
る
古
代
信
仰
の
共
通
的
形
式
と
し
て
、
色
々
な
形
に
し
ろ
、
祓
除
を
主
と
し
て
居
た
。
さ
う

し
て
、
其
が
多
く
、
各
種
の
遊
行
神
　
　
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
　
　
及
び
、
そ
の
神
人
の
手
で
施
さ
れ
る

も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
の
芸
能
と
し
て
、
叙
事
詩
を
謡
ひ
、
舞
踊
・
演
劇
を
行
ふ
こ
と
は
、
そ

の
儀
礼
の
手
段
で
あ
つ
た
。
私
の
話
は
、
文
学
史
を
説
く
上
か
ら
、
詞
章
に
ば
か
り
に
偏
し
て
居
た
が
、

実
は
早
く
か
ら
、
演
劇
・
舞
踊
方
面
の
、
あ
る
点
ま
で
の
発
達
を
述
べ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
だ
。

舞
踊
は
、
鎮
魂
の
手
段
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
そ
び
と
言
ふ
用
語
例
は
、
最
古
い
意
味
に
お

い
て
、
鎮
魂
の
為
の
舞
踊
で
あ
る
。
歌
の
発
生
は
先
に
述
べ
た
が
、
歌
を
謡
ふ
こ
と
は
、
服
従
を
誓
ふ
こ

と
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
歌
を
唱
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
呼
び
起
さ
れ
る
所
の
　
　
其
々
家
国
の
守
護
霊

な
る
　
　
威
霊
を
、
そ
の
長
上
の
体
中
に
鎮
定
し
よ
う
と
す
る
。
其
歌
の
形
式
は
、
長
短
・
繁
簡
あ
り
、

　
　
譬
へ
ば
、
片
歌
・
旋
頭
歌
・
短
歌
と
　
　
時
代
に
よ
つ
て
違
ふ
が
、
精
神
に
お
い
て
は
、
替
る
所
が

な
い
。
後
代
に
お
い
て
は
、
舞
踊
に
も
演
劇
的
要
素
を
多
く
含
ん
で
来
て
、
掛
け
合
ひ
形
式
を
採
る
様
に

な
つ
た
。
譬
へ
ば
、  

神    

遊  

カ
ミ
ア
ソ
ビ

　
　
神
楽
　
　
の
人
長
・ 
才  

男 
サ
イ
ノ
ヲ

の
如
き
対
立
を
生
じ
る
が
、
其
に
は
、

さ
う
し
た
演
劇
構
造
を
採
る
理
由
が
あ
つ
た
訣
だ
。

演
劇
は
、
日
本
の
古
代
に
於
い
て
は
、
掛
け
合
ひ
を
要
素
と
す
る
も
の
で
、
寧
、
相
撲
ス
マ
ヒ
の
形
式
に
近
い
も
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の
で
あ
つ
た
。
其
主
体
と
な
る
神
に
対
し
て
、
精
霊
が
そ
れ
を
も
ど
く
行
動
を
し
て
、
結
局
、
降
服
を
誓

ふ
形
に
な
つ
た
の
が
、
次
第
に
複
雑
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
精
霊
が
、
男
性
で
あ
り
、
女
性
で

あ
る
事
の
相
違
が
、
芸
能
と
し
て
の
筋
に
変
化
を
与
へ
る
様
に
な
つ
た
。
だ
か
ら
、
単
純
な
演
劇
は
、
受

け
方
が
動
物
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
、
又
、
巫
女
の
様
な
姿
を
取
る
様
に
も
な
る
。
但
、
普
通
の
形
式
は
、

力
人
と
言
つ
た
形
を
と
つ
た
も
の
ら
し
い
。
ひ
こ
ほ
ゝ
で
み
の
尊
に
対
す
る
海
幸
彦
、
た
け
み
か
づ
ち
の

命
に
対
す
る
た
け
み
な
か
た
の
神
で
あ
り
、
又
野
見
宿
禰
に
対
し
て
の
、
当
麻
タ
ギ
マ 

蹶  

速 

ク
ヱ
ハ
ヤ

の
如
き
姿
で
あ
る
。

勿
論
、
古
代
の
詞
章
の
内
容
を
現
実
化
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
副
演
す
る
と
言
つ
た
風
の
事
も
、

勿
論
あ
つ
た
事
は
思
は
れ
る
。
が
、
わ
が
詞
章
は
本
質
的
に
、
の
り
と
・
よ
ご
と
風
の
対
立
を
見
る
の
だ

か
ら
、
必
の
り
と
方
と
、
よ
ご
と
方
に
分
れ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
争
ひ
の
形
か
ら
は
じ
ま
つ

て
、
奏
寿
・
誓
約
に
結
着
し
た
の
で
あ
る
。

よ
ご
と
方
な
る
相
手
を
女
性
化
す
る
様
に
な
る
と
、 

黄 

泉 

大 

ヨ
モ
ツ
オ
ホ

神
の
娘
・
大
山
祇ツミ
の
娘
・
わ
た
つ
み
の
娘

な
ど
言
つ
た
形
に
な
り
、
又
男
神
を
逐
ふ
女
神
　
　
播
磨
風
土
記
　
　
と
い
ふ
姿
を
採
る
の
だ
。
其
が
低

く
は
、
村
々
の
巫
女
と
謂
つ
た
姿
を
と
る
。
恐
ら
く
、
西
洋
古
国
の
聖
劇
の
類
よ
り
は
、
も
つ
と
時
代
の

古
い
俤
を
留
め
て
、
単
純
な
も
の
で
あ
つ
た
と
思
う
て
よ
い
。
構
造
の
訣
つ
て
居
る
分
だ
け
言
へ
ば
、
譬

へ
ば
、
海
山
幸
の
争
ひ
で
あ
る
。
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此
は
少
く
と
も
、
農
村
の
水
を
自
由
に
し
よ
う
と
言
ふ
村
の
希
望
、
其
か
ら
、
之
を
妨
げ
る
者
を
屈
服
せ

し
め
た
、
と
言
ふ
古
詞
章
の
副
演
で
あ
る
。
今
一
つ
、
野
見
宿
禰
の
腰
折
れ
田
の
伝
説
の
生
じ
た
源
な
ど

も
、
新
室
及
び
墓
屋
を
造
る
に
当
つ
て
、
こ
れ
に
碍サハ
る
者
を
、
永
久
に
服
従
せ
し
め
て
置
く
予
備
行
事
で

あ
つ
た
。
野
見
氏
が
、
出
雲
宿
禰
の
分
派
で
あ
り
、
出
雲
人
が
、
建
築
及
び
墓
作
り
に
長
じ
て
居
た
こ
と

か
ら
見
て
考
へ
ら
れ
る
。
其
と
共
に
、
日
本
演
劇
の
古
い
姿
が
「
田
の
水
引
き
」
の
成
敗
を
印
象
し
た
事

を
示
し
て
ゐ
る
、
と
言
ふ
事
も
考
へ
ら
れ
る
。
詞
章
自
身
が
叙
事
詩
だ
か
ら
、
此
か
ら
演
劇
的
要
素
を
採

れ
ば
、
如
何
程
で
も
、
演
劇
的
種
子
を
求
め
出
す
事
は
出
来
る
。
併
し
、
遥
か
後
世
の
例
　
　
譬
へ
ば
、

最
著
し
い
狂
言
の
如
き
、
シ﹅
テ﹅
・
ア﹅
ド﹅
を
対
立
せ
し
め
る
も
の
に
於
い
て
、
（
ワ﹅
キ﹅
は
、
役
者
と
し
て
の

位
置
を
示
す
も
の
で
、
「
役
」
に
本
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
）
　
　
な
ど
か
ら
見
て
も
、
古
代
演
劇
を
、

今
日
の
所
謂
神
楽
の
様
に
、
単
純
な
が
ら
、
筋
に
幾
様
か
の
変
化
の
あ
る
も
の
、
と
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。

そ
の
間
に
言
つ
て
よ
い
こ
と
は
、
此
シ﹅
テ﹅
・
ア﹅
ド﹅
対
立
者
の
語
が
、
次
第
に
有
力
に
な
つ
て
来
て
、
歌
の

独
立
を
為
終
せ
さ
せ
た
と
思
は
れ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
宣
奏
両
詞
章
の
間
に
発
生
し
た
、
諺
・
歌
と
も

言
ふ
べ
き
部
分
が
、
「
歌
」
と
し
て
の
渾
然
た
る
発
達
を
導
い
て
、
さ
う
し
て
、
遂
に
歌
ば
か
り
の
唱
和

・
相
聞
と
言
ふ
形
を
分
化
さ
せ
た
の
だ
。
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ほ
か
ひ

「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」
又
は
、
時
と
し
て
は
、
　
　
後
世
の
方
言
＝
＝
あ
る
時
代
に
は
標
準
語
だ
つ
た
ら
う
＝

＝
を
溯
源
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
知
ら
れ
る
　
　
「
ほ
ぎ
ひ
と
（
＞
ほ
い
と
）
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
語
が
、

海
人
部
曲
そ
の
他
の
神
人
の
教
へ
と
そ
の
儀
礼
な
る
祓
除
法
と
、
其
か
ら
そ
の
芸
能
と
し
て
の
歌
・
物
語

又
は
舞
踊
・
演
劇
と
を
携
へ
廻
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
謂
は
ゞ
、
神
の
為
の
神
部
と
し
て
、
創
立
主

の
な
い
、
自
由
な
部
曲
が
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
此
民
団
は
、
人
を
創
り

主
に
持
つ
以
前
に
、
神
を
創
り
主
と
し
て
ゐ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ら
う
。
其
と
共
に
、
そ
の
伝
承
す

る
叙
事
詩
　
　
呪
詞
等
　
　
は
、
極
め
て
自
由
に
出
入
・
応
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
海

人
部
曲
の
伝
承
す
る
も
の
と
し
て
、  

海  
丈  
部  

ア
マ
ハ
セ
ツ
カ
ヒ

の
「
こ
と
の
語
り
ご
と
」
な
る
大
国
主
の
物
語
、
こ
れ

に
関
聯
し
た
「  

天  

語  

歌  

ア
マ
ガ
タ
リ
ウ
タ

」
な
る
雄
略
朝
の
歌
々
が
あ
り
、
又
海
の
流
離
譚
に
縁
を
持
つ
、
軽
太
子
・

軽
大
郎
女
の 

天 

田 

振 

ア
マ
タ
ブ
リ

の
如
き
も
、
其
ら
し
い
し
、
万
葉
・
日
本
紀
・
常
陸
風
土
記
に
痕
を
止
め
た
麻ヲ
績ミ

王オホ
キ
ミ
の
海
人
歌
（
仮
り
に
命
け
る
）
な
ど
が
其
だ
。
さ
う
し
て
、
其
系
統
を
襲
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
後
々
ま

で
、
日
本
文
学
の
発
想
法
の
一
類
型
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
、
続
々
と
し
て
出
て
来
て
ゐ
る
。
即
、
石
上
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乙
麻
呂
の
歌
　
　
及
び
詩
　
　
、
中
臣
宅ヤカ
守
・ 

茅  

上  

郎  

女 

チ
カ
ミ
ノ
イ
ラ
ツ
メ

の
相
聞
連
作
、
源
融
・
小
野
篁
・
在
原
行

平
の
歌
、
其
か
ら
更
に
源
氏
物
語
そ
の
他
の
、
貴
人
流
離
の
物
語
の
人
生
観
を
誘
導
し
て
ゐ
る
。

又
一
方
に
は
、
我
々
が
穴
師
部
　
　
或
は
穴
太
ア
ナ
ホ
部
　
　
の
物
語
と
称
へ
て
ゐ
る
所
の
、
幼
弱
な
る
男
女
の

貴
人
の
、
棄
て
ら
れ
て
水
た
ま
る
道
に
仆
れ
死
ん
で
、
転
生
す
る
物
語
な
ど
も
、
彼
等
が
行
う
た
山
の
聖

水
の
禊
ぎ
と
、
関
係
し
た
古
物
語
で
あ
る
の
だ
ら
う
。
此
が
、
竹
取
物
語
・
恋
淵
譚
（
伊
勢
物
語
）
な
ど
ゝ

謂
つ
た
文
学
の
、
限
り
な
い
型
に
岐
れ
て
行
く
。

か
う
し
た
叙
事
詩
が
、
殊
に
、
其
自
身
の
中
に
抒
情
部
分
を
分
出
し
て
来
る
こ
と
、
而
も
其
が
、
其
一
聯

の
詩
の
生
命
を
扼
す
る
部
分
と
な
る
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
呪
詞
の
中
の
真
言
の
場
合
と
同
じ
形
を
と
つ

て
来
る
の
で
あ
つ
て
、
歌
な
る
も
の
ゝ
発
生
は
、
極
め
て
徐
々
と
し
て
、
力
強
い
歩
み
を
進
め
て
来
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
新
呪
詞

我
々
は
、
祝
詞
を
伝
統
的
に
古
く
見
過
ぎ
て
ゐ
る
。
今
あ
る
延
喜
式
記
載
の
形
を
、
そ
の
ま
ゝ
最
古
形
と

信
じ
な
い
ま
で
も
、
其
表
現
発
想
の
方
法
を
以
て
、
文
章
詞
章
を
通
じ
て
の
、
日
本
式
最
古
の
形
を
保
存
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し
た
も
の
と
言
ふ
様
に
考
へ
慣
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
今
あ
る
此
平
安
初
期
に
記
録
せ
ら
れ
た
祝
詞
は
、
寧
、

奈
良
朝
に
製
作
せ
ら
れ
た
宣
命
よ
り
も
新
し
い
形
と
、
考
へ
方
と
を
含
ん
で
ゐ
る
。
宣
命
が
そ
の
都
度
、

新
撰
せ
ら
れ
た
様
に
、
祝
詞
も
亦
、
改
作
を
重
ね
て
来
た
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
祝
詞
の
場
合
、

人
事
の
　
　
宣
命
に
お
け
る
　
　
如
く
変
化
甚
し
く
な
い
か
ら
、
部
分
改
作
に
止
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
宣

命
は
、
特
殊
な
社
会
的
境
遇
に
立
つ
故
に
、
常
に
変
化
し
て
行
つ
た
訣
だ
。
宣
命
と
祝
詞
と
の
似
よ
つ
た

点
、
更
に
万
葉
の
長
歌
と
、
祝
詞
の
修
辞
と
、
そ
の
近
似
を
捉
へ
て
、
先
輩
は
、
す
べ
て
祝
詞
の
模
倣
と

考
へ
て
来
た
様
だ
。
だ
が
、
此
は
寧
順
序
を
逆
に
し
て
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
一
層
、
か
う
考
へ
る

方
が
、
正
し
い
も
の
と
言
へ
よ
う
。
宣
命
自
身
、
単
な
る
擬
古
文
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
奈
良
朝
の

文
法
か
ら
は
、
既
に
、
古
文
の
、
円
満
な
理
会
に
よ
つ
て
出
来
た
も
の
、
と
言
へ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
用

語
例
な
ど
に
も
、
前
代
の
呪
詞
の
語
義
・
語
法
を
誤
解
し
て
用
ゐ
た
も
の
が
多
い
様
で
あ
る
。
宣
命
の
外
、

長
歌
な
ど
で
も
、
人
麻
呂
以
後
、
皆
模
倣
の
中
か
ら
、
纔わづ
か
に
新
発
想
を
出
さ
う
と
努
め
た
に
過
ぎ
な
い
。

即
、
叙
事
詩
・
抒
情
詩
の
用
語
の
外
に
、
呪
詞
の
要
素
を
、
多
く
と
り
入
れ
て
来
て
ゐ
る
も
の
な
る
こ
と

が
見
ら
れ
る
。

呪
詞
の
後
は
、
正
し
く
祝
詞
で
あ
る
か
ら
、
呪
詞
の
持
つ
て
居
た
、
一
つ
の
要
素
な
る
演
劇
分
子
を
も
含

ん
で
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
唯
今
日
に
お
い
て
、
其
を
見
出
す
事
の
出
来
ぬ
程
、
固
定
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
民
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間
に
於
い
て
は
、
早
く
か
ら
断
篇
化
し
た
様
子
が
窺
へ
る
。
譬
へ
ば
、
中
世
以
来
の
「
柳
の
下
の
祝
言
」

な
ど
言
ふ
行
事
は
、
今
日
も
諸
地
方
に
「
な
り
も
の
お
ど
し
」
の
呪
文
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
。
呪
詞
も
、

奏
詞
も
、
極
端
に
簡
単
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
問
答
の
形
を
、
そ
の
ま
ゝ
に
残
し
て
ゐ
る
。
成
熟
を
誓
約
す

る
儀
礼
な
る
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
の
だ
。
「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
」
「
な
り
ま
す
〳
〵
」
最
単
純
な
の
は
、

こ
れ
だ
け
だ
が
、
其
に
鋏
・
鉈
の
類
を
持
ち
出
し
て
、
切
る
ま
ね
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
詞
も
も
つ
と
長

い
の
も
あ
る
。
と
も
か
く
、
片
方
は
神
役
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
が
、
受
け
て
は
や
は
り
、
な
り
物

の
木
の
精
霊
の
つ
も
り
で
あ
る
。
星
野
輝
興
さ
ん
の
採
集
せ
ら
れ
た
所
に
よ
る
と
、
尚
「
か
へ
し
祝
詞
」

を
保
存
し
て
ゐ
る
旧
神
社
の
古
儀
が
少
く
な
い
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
祝
詞
に
対
し
て
発
す
る
受
納
の

奏
詞
で
あ
る
。
そ
れ
等
も
亦
、
極
端
に
短
く
な
つ
て
ゐ
る
が
、
其
で
も
、
の﹅
り﹅
と﹅
だ
け
の
片
方
言
ひ
放
し

で
な
か
つ
た
こ
と
を
、
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
謂
へ
る
で
あ
ら
う
。

「
掛
合
ひ
」
の
形
に
お
い
て
こ
そ
、
神
の
語
も
効
果
が
予
期
出
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
尤
、
わ
が
国
信

仰
の
最
古
形
に
お
い
て
、
受
け
方
が
沈
黙
　
　
し
ゞ
ま
　
　
を
固
守
す
る
時
代
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
此

沈
黙
を
破
ら
せ
る
の
が
、
掛
け
方
の
努
力
で
あ
り
、
神
及
び
そ
の
語
の
威
力
の
現
れ
る
所
で
も
あ
つ
た
。

唯
、
其
応
へ
が
詞
で
な
く
、
表
象
を
以
て
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
之
を
「
ほ
」
「
う
ら
」
と
言
つ

た
。
そ
の
象
徴
を
以
て
、
意
義
を
判
断
す
る
こ
と
を
「
う
ら
ふ
」
「
う
ら
な
ふ
」
と
言
ふ
。
後
、
言
語
を
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以
て
和コタ
へ
る
、
と
考
へ
ら
れ
る
時
代
に
な
つ
て
、
其
答
詞
の
事
を
「
ほ
」
の
意
義
を
解
説
す
る
と
言
ふ
義

か
ら
「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
即
「
ほ
」
を
示
し
、
同
時
に
言
語
を
以
て
其
意
義
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
「
ほ
」
に
効
果
あ
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
が
受
け
方
の
す
る
こ
と
で
あ
る
所
か

ら
、
誓
約
の
形
式
と
し
て
、
掛
け
方
を
祝
福
す
る
を
要
件
と
し
て
ゐ
る
の
で
「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」
は
祝

言
を
述
べ
る
事
に
な
る
の
だ
。

か
う
言
ふ
風
に
呪
詞
の
中
に
、
掛
け
合
ひ
の
部
分
即
、
神
及
び
精
霊
の
真
言
が
、
自
由
に
游
離
す
る
形
を

生
じ
て
来
る
。
此
が
、
呪
詞
中
、
特
に
神
秘
な
部
分
と
考
へ
ら
れ
た
為
に
、
呪
詞
全
体
と
等
し
い
効
果
を

持
つ
も
の
と
思
は
れ
る
様
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
尠
く
と
も
、
延
喜
式
祝
詞
に
見
え
る
「
天
つ
祝
詞
」
な

る
も
の
は
、
祝
詞
の
中
に
含
ま
れ
ず
、
従
つ
て
今
日
存
せ
な
い
の
で
あ
る
。
其
部
分
だ
け
は
、
秘
密
と
し

て
記
録
せ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
あ
る
も
の
は
、
略ほぼ
、
そ
の
形
の
想
像
が
出
来
る
。
呪
詞
及
び

祝
詞
を
誦
す
る
間
に
も
、
演
劇
的
所
作
が
あ
つ
て
、
其
時
に
、
唱
へ
る
科
白
の
様
な
部
分
が
あ
つ
た
訣
で

あ
る
。

後
世
の
祝
詞
奏
上
は
、
単
に
朗
読
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
此
間
に
、
動
作
の
あ
つ
た
痕
は
尚
考
へ
ら
れ

る
。
「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」
か
ら
出
た
「
こ
と
ほ
ぎ
」
「
ほ
か
ひ
」
と
言
ふ
語
は
、
単
に
祝
言
を
述
べ
る

だ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
所
作
を
主
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
而
も
、
単
な
る
舞
踊
で
は
な
く
、
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単
純
な
が
ら
、
神
・
霊
対
立
の
形
を
基
礎
と
し
た
尾ヲ
籠コ
な
る
問
答
或
は
演
劇
的
動
作
で
あ
つ
た
こ
と
は
言

ふ
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
相
聞
詞
章

日
本
文
学
発
生
論
を
書
く
の
は
、
こ
れ
で
十
度
に
近
い
こ
と
ゝ
思
ふ
。
其
で
、
幾
分
咄
し
方
を
替
へ
て
見

た
為
に
、
却
て
要
を
得
な
い
事
に
な
つ
た
と
思
ふ
。
其
点
、
此
ま
で
書
い
た
も
の
ゝ
御
参
照
を
願
は
ず
に

居
ら
れ
な
い
。

精
霊
が
、
女
性
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
時
に
は
、
巫
女
の
形
を
生
じ
て
来
る
こ
と
は
述
べ
た
。
日
本
の
信
仰

に
お
い
て
は
、
巫
女
は
尠
く
と
も
、
遠
来
の
異
人
な
る
神
に
対
し
て
考
へ
た
、
接
待
役
の
地
霊
で
あ
つ
た
。

さ
う
し
て
多
く
の
場
合
、
そ
の
神
を
歓
待
し
て
還
ら
せ
る
役
目
を
持
つ
も
の
と
思
は
れ
て
ゐ
た
。
神
主
は
、

神
そ
の
物
の
役
に
当
る
人
格
で
あ
る
が
、
巫
女
は
、
神
に
仕
へ
る
意
味
に
お
い
て
の
、
神
職
の
最
古
い
形

で
あ
る
。
そ
こ
に
巫
女
の
、
唯
の
神
職
で
な
い
理
由
が
明
ら
か
だ
。

神
と
精
霊
と
は
、
常
に
混
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
形
式
上
に
は
、
明
ら
か
に
区
別
を
立
て
ゝ
置
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
男
性
の
精
霊
と
し
て
見
ら
れ
る
場
合
は
、
多
く
一
度
は
抵
抗
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
女
性
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の
場
合
に
は
、
除
外
例
も
あ
る
が
、
大
体
な
ご
や
か
に
神
を
接
待
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
唯
、
最

後
的
に
服
従
す
る
「
と
つ
ぎ
」
を
極
端
に
避
け
る
形
が
、
文
献
上
に
沢
山
残
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
考
へ
に

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
。

神
祭
の
儀
礼
が
、
社
会
上
の
習
俗
化
し
て
も
、
長
く
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
殊
に
結
婚
に
お
い
て

は
、
近
世
に
お
い
て
も
、
古
い
俤
を
保
存
し
て
ゐ
た
。
村
の
処
女
の
結
婚
に
は
、
単
式
な
の
と
、
複
式
な

の
と
が
あ
る
。
複
式
な
る
は
、
斎
場
に
お
い
て
、
群
集
の
異
性
　
　
群
行
神
と
し
て
の
自
覚
に
お
い
て
、

祭
時
に
其
村
の
男
性
が
来
臨
す
る
形
　
　
に
向
ふ
も
の
、
単
式
は
、
其
巫
女
た
る
処
女
の
家
々
に
、
個
々

に
訪
問
す
る
神
々
　
　
な
る
男
　
　
に
逢
ひ
又
逢
は
ぬ
形
で
待
遇
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
処
に
は
主
と
し

て
、
神
婚
の
第
一
形
式
と
し
て
、
複
式
の
物
か
ら
述
べ
よ
う
。

通
例
う
た
が
き
（
歌
垣
）
或
は
方
言
的
に
か
ゞ
ひ
（
嬥
歌
会
）
を
づ
め
な
ど
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
、 

市  

イ
チ
ニ

場 ハ
　
　
斎
場
　
　
に
集
つ
て
、
神
・
巫
女
対
立
し
て
、
歌
の
掛
合
ひ
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
多
く

混
婚
儀
礼
の
義
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
実
は
、
語
原
は
如
何
と
も
あ
れ
、
歌
の
掛
合
ひ
を
意
味
の
中
心
と

す
る
も
の
に
相
違
な
い
。

こ
ゝ
に
予
め
、
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
一
つ
は
、
恋
愛
を
意
味
す
る
こ
ひ
な
る
語
で
あ
る
。

こ
ひ
は
魂
乞
ひ
の
義
で
あ
り
、
而
も
そ
の
乞
ひ
自
体
が
、
相
手
の
合
意
を
強
ひ
て
、
そ
の
所
有
す
る
魂
を
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迎
へ
よ
う
と
す
る
に
あ
る
ら
し
い
。
玉
劔
を
受
領
す
る
時
の
動
作
に
、
「
乞コ
ひ
度ワタ
す
」
と
謂
つ
た
用
語
例

も
あ
る
。
領ヒ
巾レ
・
袖
を
ふ
る
の
も
、
霊
ご
ひ
の
為
で
あ
る
。
又
、
仮
死
者
の
魂
を
山
深
く
覓
め
行
く
の
も
、

こ
ひ
で
あ
る
。
魂
を
迎
へ
る
こ
と
が
こ
ひ
で
あ
り
、
其
次
第
に
分
化
し
て
、
男
女
の
間
に
限
ら
れ
た
の
が

恋
ひ
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
う
た
が
き
の
形
式
と
し
て
の
魂
ご
ひ
の
歌
が
、
「
恋
ひ
歌
」
で
あ
り
、
同

時
に
、
相
聞
歌
で
あ
る
。

か﹅
き﹅
が
、
歌
で
以
て
せ
ら
れ
る
と
言
ふ
の
が
、
歌
垣
の
古
意
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
短
歌

村
の
男
が
神
で
あ
り
、
村
の
娘
の
巫
女
で
あ
る
儀
礼
上
の
資
格
も
、
後
代
は
忘
れ
ら
れ
て
、
尚
そ
の
風
俗

は
続
い
て
ゐ
る
。
単
な
る
祭
り
の
式
と
し
て
、
村
の
男
女
の
呪
詞
贈
答
が
行
は
れ
た
。
古
く
は
恐
ら
く
、

呪
詞
の
応
酬
だ
つ
た
の
だ
ら
う
が
、
歌
が
真
言
と
な
る
世
に
到
つ
て
、
次
第
に
歌
の
中
に
も
、
短
歌
の
形

が
選
ば
れ
た
の
だ
。
尚
古
く
は
、
片
哥
・
旋
頭
歌
を
以
て
し
た
時
代
が
考
へ
ら
れ
る
。
地
方
的
に
も
、
其

形
式
に
、
色
々
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
最
新
し
い
形
式
の
　
　
此
に
つ
い
て
は
、
別
に
述
べ
る
機
会
が
あ

る
だ
ら
う
　
　
短
歌
が
、
有
勢
に
な
つ
て
来
た
。
そ
の
為
、
世
間
に
短
歌
が
、
歌
の
標
準
様
式
と
謂
つ
た
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姿
を
示
し
て
行
つ
た
も
の
と
言
へ
よ
う
。
歌
垣
の
事
ば
か
り
で
な
く
、
既
に
す
べ
て
を
言
ふ
べ
き
余
裕
を

失
う
た
。
私
は
こ
ゝ
に
、
一
口
に
か
た
づ
け
ね
ば
す
ま
な
く
な
つ
た
こ
と
を
、
許
し
て
い
た
ゞ
く
。

叙
事
詩
の
中
の
抒
情
詩
は
、
其
が
掛
合
ひ
の
形
に
置
か
れ
て
も
、
尚
独
語
の
気
分
以
上
に
出
な
か
つ
た
。

即すな
は
ち
抒
情
的
叙
事
詩
な
の
だ
。
其
が
一
転
し
て
、
た
と
ひ
や
は
り
、
叙
事
的
情
調
を
亡
く
せ
な
い
ま
で
も
、

抒
情
的
に
な
つ
た
叙
事
的
抒
情
詩
と
し
て
、
対
話
的
問
答
式
の
意
義
が
深
め
ら
れ
て
行
つ
た
。

其
が
片
哥
問
答
か
ら
、
二
つ
に
岐
れ
て
、
旋
頭
歌

セ
ド
ウ
カ

式
と
短
歌
式
と
に
な
つ
て
行
つ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

さ
う
し
て
、
最
後
は
、
短
歌
の
形
に
落
ち
つ
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
ゝ
に
抒
情
詩
と
し
て
の
内
容
の
扱
ひ

方
即
、
発
想
法
に
お
け
る
抒
情
技
術
も
現
れ
て
来
た
訣
で
あ
る
。

日
本
文
学
の
発
生
は
、
仮
り
に
こ
ゝ
に
、
と
ぢ
め
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。
類
型
的
で
あ
つ
て
も
、
稍
個

性
的
な
事
情
と
、
環
境
と
を
条
件
と
し
た
表
現
法
が
、
発
明
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
其

時
代
は
何
時
か
と
言
ふ
に
、
我
々
が
普
通
、
日
本
有
史
時
代
と
考
へ
て
ゐ
る
大
倭
宮
廷
の
発
祥
時
よ
り
も
、

或
は
も
つ
と
古
く
考
へ
て
、
世
間
で
は
、
既
に
純
文
学
の
現
れ
た
事
を
予
期
し
勝
ち
な
時
代
に
お
い
て
す

ら
、
尚
徐
々
と
、
文
学
及
び
文
学
的
な
も
の
に
向
つ
て
行
つ
て
居
た
、
と
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

其
だ
け
地
方
々
々
に
よ
つ
て
、
事
情
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
大
倭
宮
廷
の
歴
史
を
中
心
に
し
て
考
へ
て
も
、

我
々
は
、
奈
良
朝
以
前
を
一
括
し
て
、
発
生
時
代
と
見
て
も
よ
い
と
思
ふ
。
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