
「
か
な
草
子
」
の
本
質
的
な
近
世
化
は
、
寛
永
期
の
整
版
本
の
刊
行
を
ま

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
写
本
・
古
活
字
本
に
よ
っ
て
そ
の
原
型
が
伝

（
情

え
ら
れ
る
『
う
ら
み
の
す
け
」
が
、
「
慶
長
九
年
の
す
へ
の
夏
」
の
「
き
よ

水
）

み
づ
の
ま
ん
ど
う
」
に
、
時
と
場
を
設
定
し
、
「
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
に
か
く

れ
も
な
く
色
ふ
か
き
」
「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
ほ
か
の
享
楽
人
物
を
配

し
た
と
き
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
の
文
芸
意
図
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
図
化
さ
れ
る
当
世
に
む
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
も
ノ
、
こ
ろ
は
い
つ
ぞ
の
こ
と
な
る
に
、
慶
長
九
年
の
す
へ
の
夏
、

（
浦
水
）

か
み
の
十
日
の
こ
と
な
れ
ば
、
き
よ
み
づ
の
ま
ん
ど
う
と
て
、
そ
で
を

（
老
若
）
（
男

つ
ら
ね
て
み
や
こ
人
、
四
条
五
で
う
の
は
し
の
う
へ
、
ら
う
に
や
く
な

女
）
（
貴
賎
）
（
都
鄙
）

ん
に
よ
き
せ
ん
と
ひ
、
い
ろ
め
く
は
な
ご
ろ
も
、
げ
に
を
も
し
ろ
き
あ

り
さ
ま
な
り
。
こ
奥
に
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
、
ゆ
め
の
う
き
世
の
助
、

松
の
み
ど
り
の
す
け
、
き
み
を
お
も
ひ
の
す
け
、
な
か
ぞ
ら
恋
の
す
け

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

「
う
ら
み
の
す
け
」
の
文
芸
構
造

1

〆

W

と
て
、
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
に
か
く
れ
も
な
く
色
ふ
か
き
お
の
こ
ど
も
あ

り
Ｏ

「
う
ら
み
の
す
け
』
の
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
慶
長
九
年
の
す
へ
の

（
１
）

夏
」
の
都
の
享
楽
風
俗
を
背
景
に
し
て
登
場
す
る
。
松
田
修
氏
や
野
間
光
辰

（
２
）

氏
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
ろ
の
諸
記
録
に
よ
る
事
件
や
実
在
の
諸

人
物
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
野
間
氏
は
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
を
は
じ
め
と
す

る
「
色
ふ
か
き
お
の
こ
ど
も
」
に
、
『
当
代
記
」
に
い
う
「
か
ぶ
き
衆
」
を

想
定
す
る
。
し
か
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
に
と
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
登
場
人
物
た
ち
は
、

（
近
）

「
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
に
か
く
れ
も
な
く
色
ふ
か
き
お
の
こ
」
や
、
「
こ
の
衛

（
雪
）
（
前
）

殿
」
の
養
女
と
し
て
仮
託
の
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
ほ
か
で
あ
れ
ば
よ
く
、
｜
‐
う

ら
み
の
す
け
」
や
「
ゆ
め
の
う
き
世
の
助
」
な
ど
も
、
野
間
氏
の
よ
う
に
、

こ
れ
を
あ
え
て
「
か
ぶ
き
衆
」
と
す
る
必
要
も
な
い
。

「
か
ぶ
き
衆
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
だ
の
異
端
・
放
縦
や
、
だ

て
者
・
好
色
者
だ
け
の
意
味
で
は
な
い
。
『
当
代
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
か
ぶ

水
田

』

』
』

潤 〆
〆



き
衆
」
の
実
態
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

江

六
月
、
此
比
、
京
町
人
北
野
・
賀
茂
辺
出
行
之
舸
は
、
か
ぶ
き

窒
雌
奉
相
衆
出
会
た
は
ぶ
れ
、
為
し
之
悩
さ
る
。
其
上
耽
一
女
色
『
覚
外

之
儀
多
之
・
・
・
・
・
以
外
逆
鱗
也
。
（
巻
四
、
慶
長
十
一
柄
年
）

「
当
世
異
相
」
に
つ
い
て
は
、
「
駿
府
記
」
の
、
「
其
族
、
世
所
謂
歌
舞
妓

者
也
。
切
一
下
髻
髪
↓
染
二
狂
紋
『
所
し
帯
大
刀
長
柄
、
其
刃
刻
二
戯
言
『
其
容

貌
不
二
尋
常
一
」
（
慶
長
十
七
年
七
月
七
日
）
の
記
事
が
そ
の
詳
細
を
伝
え
る
。
異

端
の
行
動
に
つ
い
て
も
、
「
台
徳
院
殿
御
実
記
』
は
、
「
京
洛
の
富
商
後
藤

井

茶
屋
等
が
婦
女
、
祇
園
・
北
野
辺
を
遁
遙
せ
し
に
行
あ
い
、
ゆ
く
り
な
く

そ
の
婦
女
を
お
さ
え
、
し
い
て
酒
建
に
い
ざ
な
い
酒
を
の
ま
し
め
、
従
者
等

を
ば
、
そ
の
あ
た
り
の
樹
木
に
縛
り
付
、
刀
を
ぬ
き
、
若
し
声
を
立
ば
伐
て

す
て
ん
と
お
び
や
か
し
」
な
ど
と
、
そ
の
狼
籍
の
子
細
を
伝
え
て
い
る
。
「
武

徳
編
年
集
成
』
「
老
人
雑
話
」
ほ
か
に
も
、
同
種
の
記
事
が
見
え
る
。

し
か
し
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
に
登
場
の
「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
ほ

か
の
「
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
に
か
く
れ
も
な
」
き
諸
人
物
は
、
た
だ
「
色
ふ
か

き
お
の
こ
」
と
し
て
仮
託
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
人
物
像
も
「
う
ら
み

の
す
け
」
を
の
ぞ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
形
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
色
ふ

か
き
お
の
こ
」
と
は
、
あ
と
で
「
お
も
ひ
の
す
け
、
こ
ひ
の
す
け
」
な
ど
に

よ
っ
て
語
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
っ
ね
人
～
に
六
で
う
へ
ん
へ
か
よ
ひ
」

「
な
が
れ
を
た
つ
る
あ
そ
び
物
に
も
、
こ
典
ろ
を
ひ
か
れ
」
る
「
ぬ
め
り
者
」

に
す
ぎ
な
い
。
「
ぬ
め
り
者
」
に
つ
い
て
は
、
『
松
の
葉
』
の
「
さ
て
も
つ

れ
な
の
金
銀
さ
ま
や
、
き
ん
ぎ
ご
ざ
ら
ざ
、
ぬ
め
り
て
暮
ら
そ
、
そ
れ
を
誰

上

一
一

ぞ
と
尋
ね
て
聞
け
ば
、
六
条
下
の
町
の
和
歌
山
さ
ま
の
、
内
の
山
の
神
が
聞

い
た
ら
ば
、
た
け
Ｊ
１
た
け
り
や
る
も
の
を
。
」
（
第
一
・
葉
手
・
五
）
に
よ
っ

て
、
そ
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
う
き
世
物
語
」
の
次
の
記
述

が
そ
の
詳
細
を
伝
え
て
い
る
。

編
笠
引
こ
み
、
衣
紋
の
馬
場
・
噂
町
を
う
ち
す
ぎ
、
あ
げ
や
町
に
さ

し
か
其
り
、
…
・
・
・
袖
の
な
り
大
そ
ぎ
に
そ
ぎ
て
、
っ
ま
た
か
く
引
ま
は

し
、
は
其
の
ひ
ろ
き
帯
う
し
ろ
に
む
す
び
、
た
奥
き
鞘
の
中
わ
き
ざ
し

金
鐸
を
ぎ
ら
め
か
し
、
う
ね
ざ
し
の
踏
皮
に
ぼ
た
ん
を
い
れ
、
席
駄
を

な
ら
し
て
い
で
立
ち
け
る
有
さ
ま
、
さ
か
や
き
は
耳
の
も
と
ま
で
そ
り

さ
げ
、
養
う
す
ぐ
、
鬚
く
ひ
そ
ら
し
、
藺
栖
の
大
あ
み
が
さ
ま
ぶ
か
に

引
こ
み
…
…
殿
中
風
の
た
ｇ
な
か
な
り
。
（
巻
一
の
六
）

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
成
立
時
期
と
、
「
う
き
世
物
語
」
の
そ
れ
と
の
時

代
的
な
へ
だ
た
り
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
を
論

じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
ぬ
め
り
者
」
と
「
か
ぶ
き
衆
」
と
の
相
違
は
明
ら

か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
成
立
の
背
景
に
、
当

世
の
「
か
ぶ
き
衆
」
の
存
在
が
あ
り
、
「
慶
長
見
聞
録
案
紙
』
や
「
慶
長
年

録
」
、
「
当
代
記
」
『
慶
長
日
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
「
松
平
若

狭
守
近
次
」
ほ
か
の
狼
籍
や
、
「
女
色
に
耽
り
し
事
」
に
よ
る
改
易
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
、
ひ
と
ま
ず
別
の
次
元
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
文
芸
の
主
体
概
念
や
方
法
は
、
表
現
主
体
の
文
芸
的
当
為
そ
の
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）

田
中
伸
氏
は
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
ほ
か
の
仮
託
人
物
の
設
定
に
つ
い
て
、

‐
竜
、
■

１

１
１

‐
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『
慶
長
日
記
』
所
載
の
「
大
鳥
居
逸
平
」
一
党
の
「
大
風
嵐
之
介
」
「
天
狗

摩
右
衛
門
」
「
風
吹
散
右
衛
門
」
な
ど
、
実
在
の
「
か
ぶ
き
衆
」
の
替
名
に

よ
る
ヒ
ン
ト
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
命
名
の
発
想
の
相
違
に
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
こ
れ
ら
と
「
う
ら
み
の
す
け
」
「
ゆ
め
の
う
き
世
の
す
け
」
ほ
か
の

（
４
）

諸
人
物
の
設
定
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
野
間
光
辰
氏
は
、
こ
れ
ら
の
「
色
ふ

か
き
お
の
こ
」
ど
も
を
、
「
松
平
若
狭
守
近
次
」
や
「
か
ぶ
き
衆
」
か
ら
の

連
想
に
よ
っ
て
、
「
公
家
衆
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
武
士
」
と
も
し
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
う
ら
み
の

す
け
」
は
、
悲
恋
の
物
語
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
く
コ
だ
ん
こ
良
ろ
ぽ
そ

（
油
水
）
（
欄
千
）

き
も
の
」
で
あ
り
、
「
た
だ
一
人
き
よ
み
づ
へ
参
り
」
「
ら
ん
か
ん
に
こ
し

（
道
者
）

を
か
け
、
参
り
の
だ
う
し
や
を
な
か
む
る
」
無
為
の
形
象
人
物
に
す
ぎ
な
い
。

（
雪
）
（
前
）

「
ゆ
き
の
ま
へ
」
へ
の
接
近
も
、
「
い
か
さ
ま
此
御
か
た
さ
ま
の
御
ゆ
か
り

を
た
づ
ね
ば
や
と
思
ひ
、
ま
く
の
ち
か
く
に
た
ち
よ
」
る
だ
け
の
行
為
に
と

ど
ま
る
。
こ
の
行
為
は
、
「
当
代
記
』
や
『
台
徳
院
御
実
記
』
が
伝
え
る
よ

う
な
「
か
ぶ
き
衆
」
の
狼
籍
で
は
な
い
。
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
発
想
に
つ

い
て
、
作
者
の
文
芸
的
意
図
や
そ
の
背
景
に
、
か
り
に
松
田
氏
や
野
間
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
な
、
原
事
実
に
よ
る
衝
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
く
な
く

と
も
「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
ほ
か
の
人
物
設
定
に
当
っ
て
の
作
者
は
、

当
世
の
「
か
ぶ
き
衆
」
の
再
現
や
、
原
事
実
の
復
元
や
暗
示
を
意
図
し
て
は

い
な
い
。
ま
た
、
「
実
名
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
陣
っ
て
わ
ざ
と
替
名
を
用
い

（
５
）

た
」
も
の
で
も
な
い
。

「
う
ら
み
の
す
け
」
の
作
者
の
当
為
は
、
こ
れ
ら
の
諸
人
物
の
命
名
に
象

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

■
一

ぐ
I
ニ
ヂヨ

■

徴
さ
れ
る
古
歌
的
情
感
と
、
そ
れ
の
屈
折
・
複
合
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
近

世
的
享
楽
感
情
の
照
射
に
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
諸
家

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
を
示

せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
Ｉ
「
秋
風
の
吹
き
う
ら
か
へ
す
葛
の
葉
の

う
ら
み
て
も
な
ほ
う
ら
め
し
き
か
な
平
貞
文
」
（
古
今
集
・
十
五
・
恋

五
）
。
「
何
を
歎
く
ぞ
葛
の
葉
の
恨
み
は
さ
ら
に
尽
き
す
ま
じ
ｊ
Ｉ
。
」

（
謡
曲
「
葵
上
」
）
。
（
な
お
、
「
葛
の
葉
」
「
う
ら
み
」
を
修
辞
に
ふ
く
む
古

歌
は
、
他
に
も
用
例
が
あ
る
。
）

ゆ
め
の
う
き
世
の
助
ｌ
何
か
思
ふ
何
か
は
歎
く
覚
め
や
ら
ぬ
夢
の

う
ち
な
る
夢
の
う
き
世
を
後
鳥
羽
院
」
（
新
拾
遺
集
．
十
九
・
雑
中
）
。

松
の
み
ど
り
の
す
け
ｌ
「
時
わ
か
ぬ
松
の
み
ど
り
も
か
ぎ
り
な
き

お
も
ひ
に
は
な
ほ
色
や
も
ゆ
ら
ん
訴
人
し
ら
ず
」
（
後
撰
集
・
十
二
・

恋
四
）
。

き
み
を
お
も
ひ
の
す
け
ｌ
「
満
つ
潮
の
末
葉
を
あ
ら
ふ
な
が
れ
蘆

の
君
を
ぞ
思
ふ
う
き
み
し
づ
み
み
大
納
言
公
実
」
（
千
載
集
．
十
三
・

恋
三
。
「
消
え
果
て
て
や
み
ぬ
ば
か
り
か
年
を
へ
て
君
を
お
も
ひ
の

験
な
け
れ
ば
読
人
し
ら
ず
」
（
後
撰
集
・
九
・
恋
歌
一
）
・

な
か
ぞ
ら
恋
の
す
け
ｌ
「
は
っ
雁
の
は
っ
か
に
声
を
聞
き
し
よ
り

な
か
ぞ
ら
に
の
み
物
を
思
ふ
か
な
凡
河
内
躬
恒
」
（
古
今
集
・
十
一
・

恋
歌
一
）
。
「
恋
よ
恋
、
わ
れ
中
空
に
な
す
な
恋
、
恋
に
は
人
の
死
な

ぬ
も
の
か
は
」
（
謡
曲
「
恋
重
荷
」
、
狂
言
「
枕
物
狂
」
ほ
か
）
。

ｂ
誤
つ
■
迫
一
正
里
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な
お
、
「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
の
連
想
に
つ
い
て
は
、
前
田
金
五
郎

（
６
）

氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
葛
の
葉
は
何
を
う
ら
む
か
の
ノ
ー
Ｉ
、
思
ふ
と
て
又

振
り
の
め
す
な
、
た
ぶ
ん
振
よ
り
現
は
る
上
、
恨
め
し
や
」
（
隆
達
小
歌
集
）

や
、
「
夢
の
浮
世
の
露
の
命
の
わ
ざ
く
れ
、
な
り
次
第
よ
の
、
身
は
な
り
次

第
よ
の
」
（
同
上
）
な
ど
の
近
世
歌
謡
の
享
楽
的
情
感
の
移
入
が
あ
っ
た
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
経
緯
や

（
浦
水
）

結
末
に
焦
点
を
当
て
る
な
ら
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
は
、
「
き
よ
み
づ
」
で

の
上
礪
と
の
出
あ
い
、
観
音
へ
の
祈
念
、
夢
想
、
恋
文
の
授
受
、
後
朝
、
思

い
死
と
い
う
中
世
恋
物
語
の
継
承
に
と
ど
ま
る
か
に
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の

こ
と
だ
け
か
ら
は
、
『
十
二
段
草
子
」
や
『
朝
顔
の
露
の
宮
』
な
ど
の
諸
形

式
と
の
同
質
性
も
言
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
作
者
の

文
芸
意
図
は
、
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
う
ら
み

の
す
け
」
で
描
か
れ
る
近
世
風
俗
の
諸
現
象
も
、
作
者
を
と
り
ま
く
近
世
化

諸
現
象
が
、
作
者
を
過
程
的
に
支
配
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
に
、
近
世
的

要
素
を
付
与
す
る
結
果
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
慶
長
九
年
の
す
へ
の

（
清
水
）

夏
、
か
み
の
十
日
」
の
「
き
よ
み
づ
の
ま
ん
ど
う
」
や
、
「
く
ず
の
う
ら
み

の
す
け
、
ゆ
め
の
う
き
世
の
助
」
ほ
か
の
「
そ
の
こ
ろ
み
や
こ
に
か
く
れ
も

な
く
色
ふ
か
き
お
の
こ
」
ど
も
の
設
定
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
が
見
た
享
楽

風
俗
の
配
置
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の
発
想

の
時
点
か
ら
、
こ
の
作
者
の
当
為
や
、
そ
の
文
芸
的
意
図
は
、
当
世
を
舞
台

と
す
る
新
し
い
恋
物
語
の
制
作
に
あ
っ
た
。

（
７
）

「
慶
長
九
年
の
す
へ
の
夏
、
か
み
の
十
日
」
に
つ
い
て
は
、
野
間
光
辰
氏

』
Ｄ
ｐ
Ｆ
ｒ
Ｉ
■
Ｆ

蓮
Ｆ
Ｉ
Ｉ

畠
戸

四

の
考
証
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
日
は
あ
た
か
も
、
家
康
が
伏
見
城
を
出
て
二
条

城
に
入
り
、
公
家
衆
を
引
見
し
て
い
る
か
ら
、
側
近
に
侍
す
る
恨
の
介
に
物

見
遊
山
の
余
裕
な
ど
あ
る
筈
が
な
い
。
ま
た
、
六
月
十
日
の
清
水
の
万
燈
見

物
と
い
う
こ
と
も
納
得
し
難
い
。
」
な
ど
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
せ

ん
さ
く
は
、
こ
の
ぱ
あ
い
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は

（
８
）

な
い
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
市
古
貞
次
氏
の
発
言
が
一
つ
の
意

味
を
暗
示
し
て
い
る
。
市
古
氏
は
、
「
中
ご
ろ
の
事
に
や
あ
り
け
ん
」
な
ど

と
し
て
は
じ
ま
る
中
世
の
作
品
の
書
き
だ
し
と
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
書

き
だ
し
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
豊
後
崩
聞
書
」
に
、
「
比
は
い
つ
ぞ
の
比
か
と
よ
、
慶
長
五
年
か

の
へ
子
の
歳
、
七
月
上
じ
ゆ
ん
ご
ろ
よ
り
、
花
の
天
下
に
弓
矢
出
来
る
。

ゆ
へ
を
い
か
に
と
た
づ
ぬ
る
に
．
…
・
・
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
く
ど

き
節
や
語
り
物
な
ど
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
一
つ
の
型
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
が
と
思
い
ま
す
。
…
…
で
す
か
ら
「
恨
の
介
」
の
作
者
の
創
り
出

し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
何
に
し
て
も
中
世
の
わ
く
か

ら
大
き
く
踏
み
出
し
た
功
績
は
、
認
め
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
慶
長
見
聞
集
」
な
ど
で
も
、
こ
の
発
想
は
同
じ
で
あ
る
。

、
、
、
、

見
し
は
今
、
江
戸
町
繁
昌
ゆ
へ
観
進
能
毎
月
毎
日
お
こ
た
る
こ
と
な

し
。
…
…
老
若
男
女
、
貴
賤
群
衆
を
な
し
て
目
を
悦
し
め
、
あ
ま
り
の

面
白
さ
に
お
の
き
え
も
朽
ぬ
ゞ
へ
し
と
見
物
せ
し
に
、
能
七
番
あ
り
。
．
：

…
髪
に
春
庵
と
云
（
知
）
人
、
愚
老
な
く
を
見
て
あ
ざ
わ
ら
ふ
・
…
：

「
慶
長
九
年
の
す
へ
の
夏
、
か
み
の
十
日
」
と
は
、
年
次
や
日
録
的
事
実

毛
へ



の
考
証
が
た
い
せ
つ
な
の
で
は
な
く
、
『
う
ら
み
の
す
け
」
で
は
、
こ
の
物

語
を
、
「
今
は
昔
」
や
「
中
ご
ろ
の
事
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
見
し
は
今
」

の
当
世
の
物
語
と
し
た
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
、
「
好
色
五
人
女
」
巻
三
の
書
き
だ
し
が
、
「
天
和
二
年
の
暦
、
正
月
一

日
吉
書
万
に
よ
し
。
…
…
髪
に
大
経
師
の
美
婦
と
て
浮
名
の
立
つ
其
き
」
と

し
て
、
当
世
を
強
調
し
て
「
お
さ
ん
」
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
当

、
、
、

為
で
あ
る
。
ま
た
、
「
こ
こ
に
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
、
ゆ
め
の
う
き
世
の

助
」
な
ど
と
し
て
設
定
さ
れ
た
諸
人
物
も
、
そ
の
命
名
に
仮
託
さ
れ
た
も
の

は
、
「
大
風
嵐
之
介
」
や
「
天
狗
摩
右
衛
門
」
の
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
「
か

ぶ
き
衆
」
の
狼
籍
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
こ
れ
よ
り
す
ぐ
に

（
豊
国
）
（
祇
園
）
（
北
野
）

と
よ
く
に
こ
「
い
ざ
や
わ
れ
ら
は
ぎ
を
ん
殿
」
「
き
た
の
へ
い
ざ
ゆ
き
て
、

（
国
）

く
に
が
か
ぶ
き
を
見
ん
」
な
ど
の
群
衆
の
享
楽
性
と
協
和
し
相
関
す
る
。
ま

た
、
こ
れ
は
「
ゆ
め
の
う
き
世
を
ぬ
め
る
や
れ
、
あ
そ
ぺ
や
く
る
へ
．
み
な

（
当
世
）
（
小
歌
）

人
」
ほ
か
の
一
‐
た
ふ
せ
い
は
や
る
こ
う
た
共
」
に
よ
っ
て
供
宴
す
る
当
世
風

俗
と
の
重
居
と
し
て
も
、
そ
の
典
型
性
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
ほ
か
の
命
名
も
、
遠
い
印
象
距
離
に
あ
る
古
歌

的
情
感
や
イ
メ
ー
ジ
の
再
生
で
は
な
か
っ
た
。

（
清
水
）

七
月
十
日
の
「
き
よ
み
づ
の
ま
ん
ど
う
」
は
、
『
案
内
者
』
に
も
記
録
す

る
よ
う
に
、
「
此
夜
舞
台
に
し
て
、
参
詣
の
わ
か
き
者
共
踊
す
る
」
（
巻
四
）

狂
宴
の
場
で
あ
っ
た
し
、
「
四
条
五
で
う
の
は
し
の
う
へ
」
の
「
い
ろ
め
く

（
満
水
）

は
な
ど
ろ
も
、
げ
に
お
も
し
ろ
き
あ
り
さ
ま
」
も
、
「
き
よ
み
づ
」
を
舞
台

と
す
る
酒
宴
・
歌
舞
の
当
世
風
俗
と
の
合
一
を
は
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

聖

（
観
世
音
）

て
、
「
こ
れ
も
も
と
よ
り
く
わ
ん
ぜ
を
ん
の
御
ち
か
ひ
あ
ら
た
に
」
の
文
飾

（
情
水
）

を
も
っ
て
導
か
れ
る
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
「
き
よ
み
づ
」
へ
の
移
行
を
、

こ
の
こ
と
を
例
証
の
一
つ
と
し
て
中
世
小
説
へ
の
退
行
と
す
る
こ
と
は
で
き

（
９
）

な
い
。
市
古
貞
次
氏
も
言
う
よ
う
に
、
「
自
己
の
配
偶
を
求
め
て
清
水
観
音

に
祈
願
を
こ
め
る
の
は
、
「
清
水
寺
縁
起
』
な
ど
に
み
え
」
、
「
清
水
観
音
」

を
「
妻
観
音
」
と
す
る
俗
信
は
、
「
狂
言
」
の
『
伊
文
字
」
『
二
九
十
八
』
、

「
お
伽
草
子
」
の
『
物
く
さ
太
郎
』
『
小
男
の
草
子
』
な
ど
に
も
用
例
が
あ

る
。
た
と
え
ば
「
伊
文
字
』
で
は
、
「
清
水
の
観
世
音
は
験
仏
者
じ
や
と
申

す
に
よ
っ
て
、
妻
乞
の
祈
誓
に
参
ろ
う
と
存
ず
る
。
…
：
・
今
夜
は
こ
れ
に
通

夜
を
し
よ
う
。
」
と
あ
り
、
『
二
九
十
八
」
で
も
、
「
清
水
の
観
世
音
は
殊
の

外
験
仏
者
で
ご
ざ
る
に
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
よ
り
あ
れ
へ
参
り
、
妻
乞
の
祈

誓
を
致
そ
う
と
存
ず
る
。
：
…
・
ア
ラ
あ
り
が
た
や
。
あ
ら
た
に
霊
夢
を
蒙
っ

た
・
」
な
ど
と
し
て
、
「
清
水
の
観
世
音
」
や
「
妻
乞
」
が
配
さ
れ
る
。
こ
の

俗
信
は
、
「
慶
長
九
年
」
の
当
世
で
も
、
ま
だ
過
去
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
近
世
初
期
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『
わ
ら
ひ
草
の
さ
う
し
』
に
も
、

（
マ
マ
）

「
清
水
の
観
世
音
と
や
ら
ん
は
三
国
一
の
験
仏
者
と
、
殊
に
妻
観
音
伝
ゑ
て

聞
へ
し
事
な
れ
ば
、
急
ぎ
参
り
て
」
な
ど
の
世
俗
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
。

「
う
ら
み
の
す
け
」
の
清
水
参
籠
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
世
俗
と
の
交
感
に

（
雪
）
（
前
）

す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
と
の
出
あ
い
以
後
の
経
緯
を
問
題
と

し
て
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の
前
時
代
性
を
言
う
こ
と
も
適
当
で
は
な
い
・

む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
「
色
ふ
か
き
お
の
こ
」
な
が
ら
、
．
だ
ん
こ
ふ
ろ
ぽ

そ
き
も
の
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
清
水
志
向
が
、

五



２

（
清
水
）

「
き
よ
み
づ
」
で
「
う
ら
み
の
す
け
」
が
見
た
遊
山
風
景
も
、
「
ぬ
め
り
」

や
「
共
踊
」
の
秩
序
の
な
か
に
あ
っ
た
。

（
農
国
）
（
祇
閲
）

こ
れ
よ
り
す
ぐ
に
と
よ
く
に
へ
、
い
ざ
や
わ
れ
ら
は
ぎ
を
ん
殿
、
さ

（
北
野
）
（
国
）

て
は
き
た
の
へ
い
ざ
ゆ
き
て
、
く
に
が
か
ぶ
き
を
見
ん
と
い
ふ
人
も
あ

（
東
福
）

り
。
と
う
ふ
く
寺
の
は
し
に
て
お
ど
ら
ば
や
、
五
で
う
に
て
な
ぐ
さ
ま

ん
と
、
わ
れ
に
ひ
と
し
き
と
も
人
を
ひ
き
つ
れ
ｊ
、
、
い
づ
れ
か
よ
か

ら
ま
し
か
は
と
、
こ
ｋ
ろ
の
な
ぐ
さ
み
は
、
う
き
世
ば
か
り
と
う
ち
し

（
音
羽
）

げ
る
。
…
…
お
と
は
の
た
き
に
た
ち
よ
り
て
み
る
に
、
お
ち
く
る
水
に

（
マ
さ
（
若

さ
か
づ
き
を
う
か
尋
へ
、
さ
も
い
つ
く
し
き
に
う
ば
う
た
ち
、
又
は
わ
か

衆
）
・

し
ゆ
も
打
ま
じ
り
、
手
ま
づ
さ
い
ぎ
る
さ
か
づ
き
を
か
な
た
こ
な
た
へ

（
遊
山
）

と
り
か
は
し
、
ゆ
さ
ん
ば
か
り
と
聞
え
け
る
。
ゆ
め
の
う
き
世
を
い
め

（
世
）

ろ
や
れ
、
あ
そ
書
へ
や
く
る
へ
み
な
人
と
、
よ
に
あ
り
が
ほ
は
う
ら
や
ま

（
清
水
）

「
き
よ
み
づ
の
ま
ん
ど
う
」
の
も
っ
た
享
楽
現
象
と
の
複
合
と
し
て
構
図
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
老

若
男
女
の
寺
社
詣
で
は
、
享
楽
的
世
俗
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
十
二
段

草
子
」
や
「
朝
顔
の
露
の
宮
」
に
代
表
さ
れ
る
悲
恋
の
文
芸
構
造
が
、
『
う

ら
み
の
す
け
』
の
作
者
の
方
法
概
念
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ

の
時
代
の
文
芸
が
普
遍
的
に
も
っ
た
負
数
構
造
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
へ
「
う
ら
み
の
す
け
”
｜
を
中
世
風
の
恋
物
語
と
し
て
処
理

し
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。|▲

墨
『

｛
ハ

し
。
な
に
き
つ
け
て
も
か
ず
な
ら
函
う
ら
み
の
す
け
は
、
わ
が
身
の
ほ

ど
を
あ
ん
ず
る
に
、
：
…
・
我
と
わ
が
身
を
な
ぐ
さ
む
る
ぱ
か
り
な
り
。

「
う
ら
み
の
す
け
」
の
周
辺
に
あ
る
の
は
、
「
こ
Ｌ
ろ
の
な
ぐ
さ
み
は
う

き
世
ば
か
り
」
と
す
る
享
楽
的
現
世
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
の
「
う
き
世
」

は
、
も
う
抽
象
的
な
意
味
で
の
「
憂
き
世
」
の
転
成
で
は
な
い
。
『
醒
睡
笑
」

の
「
三
途
河
の
姥
と
め
を
と
に
な
り
、
や
く
た
い
も
な
き
浮
世
く
る
ひ
」

（
六
・
倍
気
）
な
ど
の
用
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
う
き
世
」
は
、

（
北

す
で
に
「
浮
世
く
る
ひ
」
「
浮
世
あ
そ
び
」
と
の
交
響
の
な
か
に
あ
る
。
「
き

野
）
（
国
）

た
の
へ
い
ざ
ゆ
き
て
、
く
に
が
か
ぶ
き
を
見
ん
」
「
五
で
う
に
て
な
ぐ
さ
ま

ん
」
な
ど
の
構
文
も
、
当
時
の
享
楽
地
の
仮
定
だ
け
で
は
な
い
。
「
歌
舞
伎

草
子
』
の
記
事
も
伝
え
る
よ
う
に
、
「
お
国
」
の
京
都
初
演
は
、
慶
長
八
年

で
あ
り
、
『
鹿
苑
日
録
」
の
記
録
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
慶
長

九
年
の
「
北
野
」
は
、
歌
舞
伎
踊
・
観
進
能
・
女
房
能
な
ど
の
興
行
地
と
し

て
、
四
条
河
原
・
五
条
河
原
と
と
も
に
、
当
世
の
享
楽
地
で
あ
っ
た
。
都
は

あ
げ
て
「
浮
世
あ
そ
び
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
さ
き
の
『
台
徳
院

井

殿
御
実
記
』
の
「
京
洛
の
富
商
後
藤
茶
屋
等
が
婦
女
、
祇
園
・
北
野
辺
を

（
女
房
）

道
遙
」
の
記
録
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
い
つ
く
し
き
に
う
ば
う
た
ち
」

（
遊
山
）

の
「
ゆ
さ
ん
」
も
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
の
情
念
だ
け
の
所
産
や
虚

（
雪
）
（
前
）

構
で
は
な
か
っ
た
。
「
う
ら
み
の
す
け
」
と
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
出
あ
い
の

場
に
、
こ
れ
ら
が
構
図
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
お
伽
草
子
」
に
は
な
い
新
鮮

（
音
羽
）

さ
で
あ
る
。
「
お
と
は
の
た
き
に
た
ち
よ
り
て
見
る
に
」
か
ら
あ
と
の
写
実

や
、
文
体
の
破
格
も
、
こ
の
こ
と
へ
の
作
者
の
関
心
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て

世
■
ｌ

全
‐
鯵



い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ゆ
る
や
か
で
は
あ
る
が
、
文
芸
秩
序
の
近
世
へ

の
移
行
で
あ
り
、
そ
の
実
証
で
あ
る
。

（
雪
）
（
前
）

「
ゆ
き
の
ま
へ
」
と
の
出
あ
い
も
、
古
歌
的
構
文
に
よ
り
な
が
ら
も
、
現

実
的
要
素
を
色
こ
ぐ
反
映
さ
せ
て
い
る
。

（
田
村
）

か
坐
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
た
む
ら
堂
の
ほ
と
り
に
し
て
、
は
な
ぞ
め

（
明
石
）

の
袖
い
ろ
め
き
て
、
ぼ
の
‐
Ｊ
１
と
あ
か
し
の
う
ら
に
あ
ら
ね
ど
も
、
見

え
が
く
れ
す
る
人
左
の
あ
ま
た
見
ゆ
る
は
な
に
や
ら
ん
と
、
た
ち
よ
り

（
酒
宴
）

を
と
を
き
上
ぬ
れ
ば
、
し
ゆ
ゑ
ん
な
か
ば
と
見
え
け
る
。
と
て
も
こ
も

（
清
水
）

ら
ぱ
き
よ
み
づ
へ
、
は
な
の
み
や
こ
を
見
を
ろ
し
て
、
と
良
ろ
，
Ｊ
１
と

（
嶋
神
）
（
当
世
）
（
小

な
る
か
み
も
、
こ
出
は
く
わ
ば
ら
な
ど
ｘ
い
ふ
、
た
ふ
せ
い
は
や
る
こ

歌
）

う
た
共
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
う
た
い
な
し
、
は
ま
松
の
を
と
は
ざ
坐
ん

，
Ｊ
１
、
い
ま
を
さ
か
り
と
き
こ
え
け
る
。
や
な
ぎ
さ
く
ら
を
こ
き
ま
ぜ

て
、
に
し
き
を
か
ざ
る
ざ
し
き
の
て
い
、
…
…
そ
の
中
に
と
り
て
も
、

こ
と
を
し
ら
ぺ
て
を
は
し
ま
す
上
ら
う
の
御
す
が
た
を
み
て
あ
れ
ば
、

年
ら
い
な
ら
ば
十
五
か
六
と
見
え
給
ふ
が
、
く
れ
な
ゐ
の
ち
し
ほ
の
は

か
ま
を
ふ
み
し
だ
へ
、
は
だ
に
は
な
に
を
か
め
さ
れ
け
ん
、
』
フ
ヘ
に
は

し
ろ
き
り
ん
ず
に
い
る
ｊ
ｉ
ｌ
の
い
と
を
も
っ
て
、
も
の
典
ぢ
や
う
ず
が

ぬ
ふ
た
り
け
り
。
御
う
へ
ま
へ
の
く
だ
り
に
は
…
。
：

物
語
の
人
物
の
登
場
に
、
ま
ず
そ
の
衣
装
の
描
写
か
ら
は
じ
め
る
の
は
、

（
雪
）
（
前
）

「
お
伽
草
子
」
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
あ
と
の
「
ゆ
き
の
ま
へ
」

。
（
裾
）
（
帯
）

の
描
写
も
、
「
す
そ
の
け
ま
は
し
」
「
お
び
の
け
つ
か
う
」
と
、
文
飾
を
つ

く
し
て
つ
づ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
「
十
二
段
草
子
」
ほ
か
の
方
法
の

『
う
ら
み
の
す
け
の
文
芸
構
造
』

●
４
６

（
蒻
翠
）

踏
襲
で
あ
る
。
「
ひ
す
い
の
か
ん
ざ
し
は
あ
だ
と
た
を
や
か
に
し
て
」
と
し

て
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
容
顔
の
描
写
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
謡
曲
」
「
お

伽
草
子
」
‐
「
幸
若
」
な
ど
の
旧
態
の
継
承
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
近
似
を

（
雪
）
（
前
）

そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
て
も
、
「
ゆ
き
の
ま
こ
は
、
こ
れ
ら
と
同
じ
類
型

（
雪
）
（
前
）
（
庄
司
）
（
後
家
）

人
物
で
は
な
い
。
「
ゆ
き
の
ま
こ
は
、
の
ち
に
「
し
や
う
じ
が
ご
け
」
に

よ
っ
て
語
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
、
秀
吉
の
家
臣
「
木
村
常
陸
介
」
の
忘
れ
形
見

（
田

と
し
て
の
「
上
ら
う
」
な
が
ら
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
で
の
そ
れ
は
、
「
た

村
）
（
当
世
）
（
小
歌
）

む
ら
堂
の
ほ
と
り
」
で
、
「
た
ふ
せ
い
は
や
る
こ
う
た
ど
も
」
を
、
「
し
ど

ろ
も
ど
ろ
に
う
た
い
な
し
」
て
遊
宴
す
る
享
楽
風
俗
の
な
か
の
一
人
で
あ
る
。

（
今
様
）
（
三
味
線
）

「
い
ま
や
う
の
し
や
み
せ
ん
を
て
ん
じ
ゆ
き
り
ょ
と
を
し
ま
わ
し
、
い
と
を

し
ら
べ
て
か
ん
を
と
り
、
あ
い
の
て
を
ひ
」
き
な
が
ら
、
「
八
こ
ゑ
の
と
り

は
い
つ
わ
り
を
う
た
ふ
た
。
ま
だ
夜
は
よ
な
か
、
し
め
て
お
よ
れ
よ
の
」
、

（
寝
）

「
お
も
ひ
あ
か
し
れ
は
、
ま
つ
か
ぜ
も
さ
び
し
・
な
さ
け
は
い
ま
の
お
も
ひ
の

た
れ
よ
。
つ
ら
き
は
い
ま
の
ふ
か
き
な
さ
け
よ
。
い
つ
さ
て
花
の
え
ん
と
な

（
雪
）
（
前
）
・

ら
ふ
ず
よ
の
」
な
ど
と
、
擬
音
た
か
く
ひ
き
な
ら
し
て
歌
う
「
ゆ
き
の
ま
へ
」

の
設
定
も
、
け
っ
し
て
中
世
恋
物
語
の
主
人
公
の
再
生
で
は
な
い
。

文
芸
は
つ
ね
に
伝
統
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
が
、
『
う
ら
み
の
す

け
』
の
ぱ
あ
い
も
、
こ
の
こ
と
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
「
う
ら
み
の
す
け
」

の
妄
執
か
ら
あ
と
の
経
緯
が
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
か
に
見
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
作
者
の
当

為
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
『
う
ら
み
の
す
け
」
は
、

同
じ
く
中
世
風
恋
物
語
と
し
て
同
系
列
に
配
さ
れ
る
「
う
す
ゅ
き
物
語
」
と

上

』
■
コ
ー
ｌ
ｌ
ｌ
‐
３

、



は
異
質
の
文
芸
構
造
に
よ
っ
て
い
る
。
「
も
の
に
よ
く
１
Ｊ
～
た
と
ふ
れ
ば
、

（
唐
）
（
楊
貴
妃
）
（
摩
耶
夫
人
）
（
虞
子
）
（
李
夫
人
）
（
星
）
（
宮
）
（
越
）

た
声
フ
の
や
う
き
ひ
ま
や
ぶ
に
ん
、
ぐ
し
き
み
り
ふ
じ
ん
ぼ
し
の
み
や
、
ゑ
つ

（
西
施
）
（
阿
悶
夫
人
）
（
帖
）

の
せ
い
し
あ
し
ゆ
く
ぶ
に
ん
…
…
六
十
よ
で
う
の
も
の
と
て
も
、
こ
れ
に
は

（
雪
）
（
前
）

い
か
で
ま
さ
る
べ
き
・
」
と
し
て
つ
づ
ら
れ
る
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
形
容
と
、

（
漢
）
（
李
夫
人
）
（
楊
黄
妃
）
（
小
野
）
（
小
町
）
（
女

「
か
ん
の
り
ふ
じ
ん
や
う
き
ひ
、
を
の
の
こ
ま
ち
の
わ
か
ざ
か
り
、
に
よ
さ

一
一
一
）ん

の
み
や
の
た
ち
す
が
た
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
き
・
」
や
、
「
さ

て
ま
た
君
の
御
す
が
た
、
は
る
の
は
な
と
や
あ
き
の
月
、
な
を
し
も
物
に
た

（
女
三
）
（
内
侍
）

と
ふ
る
に
、
に
よ
さ
ん
の
み
や
の
た
ち
す
が
た
お
ぼ
ろ
月
よ
の
な
ひ
し
の
か

（
楊
貴
妃
×
李
夫
人
）

み
…
…
や
う
き
ひ
り
ふ
じ
ん
れ
ん
せ
う
じ
や
う
、
せ
い
し
の
ま
へ
に
十
郎
御

（
天
竺
）
（
朝
）

ぜ
ん
…
：
・
も
ろ
こ
し
て
ん
じ
く
わ
が
て
う
に
、
び
じ
ん
お
ほ
し
と
申
せ
ど
も
、

い
か
で
君
に
は
ま
さ
る
べ
き
・
」
な
ど
の
「
う
す
雪
」
と
の
近
似
を
も
っ
て
、

（
雪
）
（
前
）

そ
の
同
質
性
を
速
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
当
世
ぷ

（
雪
）

り
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
は
、
「
ゆ

（
前
）
（
三
味
線
）

き
の
ま
へ
」
の
容
色
描
写
に
つ
づ
い
て
、
そ
の
「
し
や
み
せ
ん
の
け
つ
こ
う
」

に
お
よ
ぶ
。

（
緒
）
（
雲
井
）

ゑ
び
の
お
の
と
こ
ろ
に
は
、
く
も
ゐ
の
か
り
の
お
と
づ
れ
て
、
つ
ば

（
蒔
絵
）

さ
を
な
ら
べ
て
ふ
る
さ
と
へ
、
か
へ
る
と
こ
ろ
を
ま
き
ゑ
に
す
。
。
：
：
．

（
棹
）

さ
て
さ
ほ
の
く
だ
り
に
は
、
世
の
な
か
は
、
ゆ
め
か
う
つ
些
か
、
う
つ

生
と
も
、
夢
と
も
さ
ら
に
あ
り
て
な
け
れ
ば
と
い
ふ
う
た
を
、
か
な
字

（
胴
）
（
蒔
絵
）

に
ぞ
か
き
に
け
る
。
さ
て
ま
た
ど
う
の
ま
き
ゑ
に
は
、
み
や
こ
の
う
ち

（
祇
園
）
（
活
水
）
（
批
茂
）
（
春
日
）
（
波
羅
）
（
今

を
ま
き
に
け
る
。
ぎ
を
ん
き
よ
み
づ
か
も
か
す
が
、
六
は
ら
六
か
く
い

熊
野
）
（
豊
国
）

ま
ぐ
ま
の
、
と
よ
く
に
の
大
明
神
三
十
三
げ
ん
大
ぶ
つ
で
ん
：
…
・
く
ぼ

▲

風』

八

（
王
子
）
（
天
王
寺
）

つ
の
わ
う
じ
て
ん
わ
う
じ
、
い
し
の
と
り
ゐ
に
い
た
る
ま
で
、
か
な
た

こ
な
た
を
と
り
は
た
し
、
も
の
呉
ぢ
や
う
ず
が
ま
い
た
り
け
る
。

こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
洛
中
洛
外
図
」
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の

「
洛
中
洛
外
図
」
は
、
狩
野
永
徳
に
よ
る
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
（
一
五
七
四
）

に
代
表
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
た
「
も
の
ふ
ぢ
や
う
ず
が
ま
い
た
り

け
る
」
「
蒔
絵
」
は
、
お
そ
ら
く
永
徳
に
も
師
事
し
た
光
悦
ら
の
手
に
な
る

そ
れ
と
見
て
よ
い
。
「
慶
長
九
年
」
（
一
六
○
四
）
に
時
を
あ
わ
せ
る
な
ら
、

（
祇
園
）

こ
の
年
の
光
悦
は
、
四
十
代
も
な
か
ば
を
す
ぎ
た
時
期
で
あ
る
。
「
ぎ
を
ん

（
清
水
）
〈
変
茂
）
（
春
日
）

き
よ
み
づ
か
も
か
す
が
…
・
・
」
と
し
て
、
な
が
な
が
と
写
さ
れ
る
こ
の
画
譜

（
今
様
）
（
三
味

も
、
そ
の
模
写
で
あ
り
写
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
い
ま
や
う
の
し
や
み
せ

線
）ん

を
て
ん
じ
ゆ
き
り
り
と
を
し
ま
わ
し
」
の
風
俗
図
と
と
も
に
、
当
世
の
再

（
棹
）

現
で
あ
る
。
「
さ
ほ
の
く
だ
り
」
に
書
か
れ
た
「
世
の
な
か
は
、
ゆ
め
か
う

つ
上
か
う
っ
奥
と
も
、
夢
と
も
さ
ら
に
あ
り
て
な
け
れ
ば
」
の
歌
も
、
「
古

今
集
』
（
十
八
・
雑
下
）
か
ら
の
転
用
な
が
ら
、
古
歌
的
情
感
と
し
て
の
そ
れ

で
は
な
く
、
「
夢
か
現
か
幻
か
、
思
ふ
お
人
に
は
た
と
逢
ふ
た
」
（
隆
達
小
歌

集
）
や
、
「
夢
の
浮
世
の
露
の
命
の
わ
ざ
く
れ
」
（
同
上
）
な
ど
の
情
感
と
の

複
合
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
な
ら
、
「
幸
若
」
「
お
伽
草
子
」
の
踏
襲
と
見
ら

（
雪
）
（
前
）

れ
る
「
ゆ
き
の
ま
こ
で
の
「
美
人
ぞ
ろ
え
」
に
も
、
『
う
ら
み
の
す
け
」

の
独
自
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
奈
良
絵
本
」
『
十
二
段
草
子
」
で
の
「
美

人
ぞ
ろ
え
」
と
の
異
同
に
注
意
し
た
い
。

物
に
よ
く
ノ
ー
臂
う
る
に
、
毘
沙
門
の
妹
吉
祥
天
女
、
鬼
が
娘
の
十

峰



郎
御
前
、
夷
が
娘
の
し
ま
王
御
前
と
申
す
と
も
、
司
位
そ
れ
知
ら
ず
、

貌
を
申
す
に
、
是
に
は
い
か
で
か
勝
る
零
へ
き
。
こ
＆
に
美
人
を
尋
ぬ
る

に
、
は
く
も
と
の
乙
鶴
、
手
越
の
少
将
、
入
間
川
の
牡
丹
御
前
、
た
う

の
つ
じ
の
人
丸
や
、
大
磯
の
虎
と
か
や
、
黄
瀬
川
に
亀
鶴
、
で
わ
夫
人
、

・
衣
通
姫
、
漢
の
楊
貴
妃
、
し
ゆ
し
夫
人
、
女
三
の
宮
の
立
姿
、
朧
夜
の

内
侍
の
督
、
弘
徴
殿
の
細
殿
や
、
小
野
の
小
町
の
若
盛
り
、
和
泉
式
部

に
、
小
式
部
に
、
紫
式
部
に
、
染
殿
の
院
、
鳥
羽
の
て
ん
に
よ
と
申
す

と
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
か
勝
る
べ
き
。
〃

（
幸
三
全
則
）

「
十
二
段
草
子
』
の
こ
の
構
文
は
、
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
に
も
そ
の
ま
ま
継

承
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
で
の
次
の
一

文
を
見
お
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
じ
て
び
じ
ん
の
其
か
ず
は
、
十
二
人
と
は
申
せ
ど
も
、
た
と
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぱ
か
ぎ
り
あ
る
ま
じ
や
。
む
か
し
の
人
は
目
に
は
み
ず
、
み
良
に
ふ
れ

、
、
、
、
、
、
、

に
し
こ
と
な
が
ら
、
此
上
ら
う
の
御
か
た
ち
に
、
さ
ぞ
や
は
ま
さ
り
申

さ
ん
と
…
…

「
む
か
し
の
人
は
目
に
は
み
ず
、
み
典
に
ふ
れ
に
し
こ
と
な
が
ら
」
と
は
、

「
十
二
段
草
子
』
の
倍
数
を
こ
え
る
「
美
人
ぞ
ろ
え
」
を
こ
こ
ろ
み
た
作
者

の
自
己
弁
護
で
あ
る
。
あ
と
で
も
ふ
れ
る
が
、
こ
の
「
美
人
ぞ
ろ
え
」
は
、

「
犬
ま
く
ら
」
と
同
質
の
「
物
は
づ
く
し
」
で
あ
る
。
読
み
の
文
芸
と
し
て

は
た
い
く
っ
な
こ
の
「
美
人
ぞ
ろ
え
」
も
、
「
尤
之
草
子
』
の
「
こ
れ
か
れ

集
り
て
、
か
の
清
少
納
言
が
枕
草
子
を
真
似
び
て
」
（
序
）
と
同
じ
の
「
美
人

づ
く
し
」
の
文
芸
遊
戯
と
し
て
な
ら
、
そ
の
ま
ま
な
っ
と
く
す
る
こ
と
が
で

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

の
一

き
る
。
『
犬
ま
く
ら
」
に
も
、
「
問
い
た
き
も
の
ｌ
諸
道
の
講
釈
」
、
「
知
り

た
き
物
１
用
あ
る
文
の
読
ま
れ
ぬ
」
、
「
徒
然
慰
む
る
物
ｌ
古
の
文
共
取

出
た
る
時
」
な
ど
と
あ
る
が
、
『
十
二
段
草
子
」
が
内
外
の
美
女
の
並
列
に

と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
で
の
そ
れ
が
、
自
明
の
も
の
を

（
行
平
）
（
松
風
）

の
ぞ
い
て
は
、
「
そ
の
ゆ
き
ひ
ら
の
中
納
言
み
と
せ
を
ち
ぎ
る
ま
っ
か
ぜ
や
、

（
村
雨
）
（
用
明
）
（
マ
ご

お
な
じ
く
む
ら
さ
め
」
、
「
や
う
め
い
天
王
の
こ
＆
ろ
を
つ
く
さ
せ
た
ま
ひ
け

〈
宍
戸
）
（
鬼
女
）

る
ま
の
殿
の
ひ
と
り
ひ
め
」
、
「
し
Ｌ
と
の
四
郎
が
思
ひ
け
る
き
に
よ
の
お
ん

な
」
な
ど
と
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
「
講
釈
」
を
加
え
て
い
る
こ
と
の
意
味
も

（
江
口
）

理
解
で
き
る
。
な
お
、
「
ゑ
ぐ
ち
の
き
み
」
の
対
置
も
、
『
撰
集
抄
』
や
「
十

訓
抄
」
、
あ
る
い
は
、
「
謡
曲
」
の
「
江
口
』
な
ど
か
ら
の
連
想
に
よ
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
の
ち
の
「
ね
ご
と
草
」
の
「
む
か
し
の
び
じ
ん

は
申
に
を
よ
ば
ず
。
い
ま
の
世
に
も
て
は
や
す
、
花
の
み
や
こ
に
お
や
ま
の

（
武
蔵
）
（
吉
原
）
（
勝
）

き
み
、
む
さ
し
の
く
に
に
き
こ
え
て
う
つ
く
し
き
、
み
め
よ
し
は
ら
の
か
つ

（
吉
田
）

山
や
、
名
を
も
よ
し
だ
の
御
す
が
た
を
、
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
き
き
っ
た
へ
し

も
」
へ
の
過
程
と
し
て
、
名
妓
へ
の
関
心
の
重
層
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

（
雪
）
（
前
）
（
庄
司
）
（
後
家
）

「
ゆ
き
の
ま
こ
じ
し
ん
も
、
「
し
や
う
じ
が
ご
け
」
に
よ
っ
て
な
が
な

が
と
語
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
、
秀
次
謀
反
事
件
に
連
座
の
「
木
村
常
陸
介
」

（
雪
）
（
前
）

の
遺
児
と
し
て
、
そ
の
実
在
性
を
に
お
わ
せ
る
。
も
と
よ
り
、
「
ゆ
き
の
ま

へ
」
が
「
木
村
常
陸
介
」
の
忘
れ
形
見
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
考
証
は
こ
こ

（
叩
）

で
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
野
間
光
辰
氏
も
言
う
よ
う
に
、
「
恨
の
介

の
恋
人
の
悲
劇
的
な
最
後
を
、
よ
り
悲
劇
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
数
奇
な

（
、
）

運
命
を
設
定
し
た
」
と
見
て
も
よ
く
、
ま
た
、
田
中
伸
氏
の
「
作
者
は
雪
の

九

、
ざ

閉
》



前
の
境
遇
に
と
っ
て
は
傍
系
の
話
題
と
も
云
う
今
へ
き
、
秀
次
の
妻
妾
た
ち
の

最
後
に
あ
え
て
筆
を
費
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
女
た
ち
が
打
首

に
よ
る
処
刑
と
い
う
史
実
を
、
す
、
へ
て
自
害
と
い
う
最
後
と
し
て
描
出
し
て

い
る
点
、
特
に
作
者
の
意
志
が
強
く
加
わ
っ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
所
説
も
、

妥
当
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
ふ
く
め

て
『
う
ら
み
の
す
け
』
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
命

（
雪
）
（
前
）

名
や
、
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
出
自
に
見
ら
れ
る
彼
岸
的
世
界
か
ら
現
世
へ
の

（
庄
司
）
（
後
家
）
（
雪
）
（
前
）

転
成
で
あ
る
。
「
し
や
う
じ
が
ご
け
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
ゆ
き
の
ま
へ
」

に
ま
つ
わ
る
挿
話
も
、
当
世
の
文
芸
の
も
っ
た
時
好
性
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

の
時
期
の
『
信
長
記
』
や
、
「
大
坂
物
語
」
『
聚
楽
物
語
』
な
ど
の
古
活
字

版
の
刊
行
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
身
近
か
な
過
去
の
戦
乱
に
取
材
の
文
芸
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
大
坂
物
語
」
は
、
関
が
原
の
合
戦
に
は
じ
ま
り
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣

の
叙
述
を
中
心
と
す
る
戦
記
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
巻
末
に
当
時
の
首
帳

ま
で
も
の
せ
て
、
そ
の
実
録
性
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
「
聚
楽
物
語
』

も
、
秀
次
の
謀
反
事
件
を
中
心
に
、
秀
次
の
高
野
山
で
の
自
刃
、
そ
の
妻
妾

の
京
都
で
の
処
刑
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
『
大
坂
物
語
」
や
『
聚
楽
物
語
一

の
数
多
い
再
刊
は
、
当
時
の
享
受
者
層
の
実
録
も
の
へ
の
関
心
の
ほ
ど
を
う

か
が
わ
せ
る
。
『
聚
楽
物
語
』
の
悲
劇
の
構
造
も
、
当
時
の
読
書
人
の
時
好

（
庄
司
）
（
後
家
）

性
に
そ
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
。
「
し
ょ
う
じ
が
ご
け
」
の
な
が

語
り
も
、
い
わ
ば
異
説
『
聚
楽
物
語
』
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

（
庄
司
）
（
後
家
）
（
事
）

「
し
ょ
う
じ
が
ご
け
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
こ
と
の
し
さ
い
」
は
、
ま

色

宮

（
秀
次
）

ず
「
関
白
秀
吉
」
の
威
勢
に
は
じ
ま
り
、
「
中
納
言
の
き
や
う
ひ
で
つ
ぐ
」

の
謀
反
事
件
の
て
ん
ま
つ
が
、
十
六
歳
の
「
お
こ
ぽ
の
上
ら
う
」
に
視
点
を

（
最
上
）

あ
て
て
、
妻
妾
た
ち
の
最
後
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
「
も
が
み
殿
の
御
む
す

め
」
「
お
こ
ぽ
の
上
ら
う
」
に
つ
い
て
は
、
一
ｕ
聚
楽
物
語
」
と
の
間
に
異
同

が
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
こ
と
は
問
わ
な
い
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
こ

こ
で
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
が
、
こ
の
女
性
に
焦
点
を
あ
て
た
の
は
、

（
最
上
）

実
説
「
秀
次
謀
反
事
件
」
の
な
か
で
、
最
年
少
の
「
も
が
み
殿
の
御
む
す
め
」

の
薄
命
の
最
後
が
、
当
時
も
悲
劇
と
し
て
語
り
つ
が
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
よ
う
。
『
う
ら
み
の
す
け
」
の
作
者
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
虚
構
を
、

（
吃
）

こ
こ
で
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
る
。
田
中
伸
氏
の
「
殉
死
と
い
う
近
世
初
頭
ら

し
い
刮
目
に
価
す
る
事
象
に
、
．
こ
の
発
想
を
考
え
る
」
と
い
う
見
解
も
、
こ

の
こ
と
と
の
関
連
で
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
本
質

（
雪
）
（
前
）

移
転
と
し
て
、
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
急
死
に
と
も
な
う
侍
女
た
ち
の
殉
死
が

美
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
清
水
）

し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
「
き
よ
み
づ
」
の
享

（
雪
）
（
前
）

楽
風
俗
の
な
か
の
世
俗
と
し
て
登
場
し
た
は
ず
の
「
ゆ
き
の
ま
こ
の
変
質

（
浦
水
）
（
雲
）

で
あ
る
。
「
き
よ
み
づ
」
か
ら
の
下
向
の
時
点
で
「
く
も
の
う
へ
人
」
に
還

（
網
代
）

元
さ
れ
、
「
あ
じ
ろ
の
こ
し
を
御
だ
う
の
う
ち
へ
か
き
い
れ
」
ら
れ
て
か
ら

（
雪
）
（
前
）
（
近
）

の
「
ゆ
き
の
ま
こ
は
、
「
こ
の
衛
殿
う
ち
へ
い
ら
せ
給
ふ
」
高
貴
の
女
性

（
網
代
）

に
変
容
す
る
。
「
あ
じ
ろ
の
こ
し
」
は
、
親
王
・
摂
家
の
も
の
で
あ
る
。
こ

（
近
）

の
こ
と
は
、
『
う
ら
み
の
す
け
司
一
の
作
者
が
、
こ
の
物
語
の
舞
台
を
「
こ
の

（
雪
）
（
前
）

衛
殿
」
と
し
た
こ
と
、
ま
た
、
「
ゆ
き
の
ま
こ
を
、
史
実
を
ま
げ
て
ま
で

、
『

○
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３
（
Ｂ
）

か
っ
て
野
間
光
辰
氏
は
、
『
犬
ま
く
ら
』
『
尤
之
草
紙
』
の
成
立
事
情
を

論
じ
て
、
こ
れ
ら
初
期
の
「
か
な
草
子
」
が
、
「
貴
人
の
御
伽
の
料
」
と
し

て
の
制
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
「
か
な
草
子
」
の

作
者
層
や
、
「
お
伽
衆
」
の
属
し
た
文
化
圏
の
推
定
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ

の
時
期
の
文
芸
一
般
の
性
格
や
、
そ
の
文
芸
性
の
措
定
に
、
一
つ
の
手
が
か

り
を
あ
た
え
た
こ
と
に
な
る
。

「
う
ら
み
の
す
け
』
も
、
そ
の
原
型
は
、
写
本
・
古
活
字
本
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
『
う
ら
み
の
す
け
」
の
文
芸
構
造
を
論

じ
る
う
え
で
は
不
問
に
は
で
き
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
写
本
・
古
活
字

本
の
享
受
層
は
、
か
ぎ
ら
れ
た
上
層
の
文
化
人
た
ち
で
あ
る
。
さ
き
の
野
間

氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
犬
ま
く
ら
」
は
、
三
茨
院
近
衛
信
尹
を
中
心
と
し

て
、
そ
の
側
近
や
、
出
入
り
の
「
こ
れ
か
れ
」
の
「
お
伽
衆
」
の
合
作
で
あ

っ
た
と
あ
る
。
「
犬
ま
く
ら
』
の
成
立
は
慶
長
十
一
年
、
近
衛
信
尹
に
よ
る

『
三
貌
院
千
句
」
の
始
行
は
慶
長
十
四
年
。
『
う
ら
み
の
す
け
」
の
成
立
を
、

慶
長
末
年
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
家
の
見
解
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
近
衛
信
尹
は
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
成
立
の
時
点
で
は

実
在
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

（
近
）

も
「
こ
の
衛
殿
」
の
養
女
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
成
立
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ

↓
Ｑ
Ｏ

４
■
■
１
日

（
近
）

舞
台
の
「
こ
の
衛
殿
」
へ
の
移
行
は
、
一
定
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

（
近
）

「
こ
の
衛
殿
」
と
は
、
烏
丸
通
今
出
川
の
御
所
の
築
地
内
に
あ
っ
た
左
大
臣

（
圧
司
）
（
後
家
）

近
衛
信
尹
の
邸
宅
で
あ
る
。
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
し
や
う
じ
が
ご
け
」

（
雪
）
（
前
）

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
は
、
近
衛
信
尹
の
養
女
と
し
て
設
定

さ
れ
る
。

（
閥
生
）

そ
の
お
に
う
ゆ
る
く
れ
な
ゐ
は
、
つ
つ
め
ど
い
る
の
ま
す
ふ
ぜ
い
、

（
近
）

こ
の
ひ
め
み
や
こ
に
か
く
れ
な
し
。
あ
る
時
み
づ
か
ら
を
こ
の
衛
殿
へ

（
後
家
）

め
さ
れ
つ
呉
、
い
か
に
き
く
か
ご
け
、
か
ぜ
の
た
よ
り
に
き
典
つ
る
は
、

（
木
村
）
（
常
陸
）

き
む
ら
の
ひ
た
ち
が
む
す
め
を
や
し
な
ひ
そ
だ
て
申
す
と
き
呉
つ
る
が
、

あ
は
れ
そ
の
ひ
め
を
わ
れ
ら
に
得
さ
せ
よ
か
し
。
そ
の
う
へ
名
あ
る
人

の
む
す
め
を
、
い
や
し
く
な
し
て
は
何
か
せ
ん
。
わ
れ
ら
に
え
さ
す
る

も
の
な
ら
ば
、
く
さ
の
か
げ
な
る
ち
呉
母
の
、
さ
こ
そ
う
れ
し
か
ら
ま

（
近
）

し
と
、
い
る
ノ
ー
お
ほ
せ
あ
る
間
、
ち
か
ら
を
よ
ぱ
ず
か
の
ひ
め
を
こ

の
衛
と
の
へ
参
ら
せ
、
み
づ
か
ら
と
も
に
ま
い
り
つ
つ
：
…
．

こ
れ
は
、
虚
構
と
い
う
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
実
在
の
近
衛
信
尹
の
身
辺

に
近
い
。
『
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
も
ま
た
、
『
犬
ま
く
ら
」
の
作
者
群

と
同
様
に
、
近
衛
信
尹
の
近
習
な
い
し
は
、
伺
候
の
「
こ
れ
か
れ
」
で
は
な

（
雪
）
（
前
）
（
魁
）

か
つ
た
か
。
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
モ
デ
ル
は
、
野
間
光
辰
氏
も
仮
定
し
た
よ

う
に
、
あ
る
い
は
『
聚
楽
物
語
』
の
「
備
後
が
女
房
最
後
の
事
」
に
伝
え
る

白
井
備
後
守
の
遺
児
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
の
当
否
は

（
雪
）
（
前
）

別
と
し
て
も
、
「
ゆ
き
の
ま
こ
を
、
「
あ
は
れ
そ
の
ひ
め
を
わ
れ
ら
に
得

さ
せ
よ
か
し
」
と
し
て
、
近
衛
家
の
養
女
に
す
る
発
想
は
、
す
く
な
く
と
も
、

一
一

１
４



け
」
制
作
の
背
景
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
末
は
、
当
時
の
諸
記
録
も
伝
え

う
松
平
若
狭
守
近
次
の
禁
裏
女
房
と
の
密
通
事
件
は
、
当
然

手
に
よ
っ
て
、
。
「
御
か
ど
え
い
ら
ん
ま
し
ま
し
て
」
の
命
名
と
す
る
発
想
も
、

る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
勅
命
に
よ
る
重
罪
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
い
く
つ

『
大
日
本
史
料
』
（
十
二
・
四
・
六
）
に
よ
っ
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
な

が
あ
る
。○

慶
長
十
二
年
二
月
十
二
日
乙
巳
の
条
（
土
一
ノ
四
）

廷
臣
猪
隈
教
利
、
勅
勘
ヲ
蒙
リ
テ
、
出
奔
ス
、

〔
言
経
卿
記
〕
二
月
十
二
日
乙
巳
、
猪
熊
少
将
（
教
利
）
出
奔
也
、

（
大
坂
へ
也
云
己
、
昨
夕
勅
勘
也
、
云
々
、
女
院
御
末
、
密
通
也
、

〔
言
緒
卿
記
一
二
月
十
二
日
、
猪
熊
少
将
、
勅
短
埋
下
）

十
二
日
、
猪
熊
少
将
、
宿
所
ヲ
ア
ヶ
、
他
国
サ
ラ
レ
了
、

う
へ
に
て
、
女
御
き
さ
き
の
御
せ
つ
の
あ
そ
び
の
あ
り
し
と
き
」
、
琴
の
上

写
本
・
古
活
字
本
と
し
て
の
文
芸
構
造
の
特
性
も
説
明
し
つ
く
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
文
づ

（
菊
亭
殿
）

か
い
を
、
こ
れ
も
実
在
の
「
き
く
て
い
ど
の
」
（
今
出
川
晴
季
）
の
娘
と
し
た

こ
と
の
意
味
も
、
そ
れ
と
し
て
な
っ
と
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

松
田
修
氏
の
言
う
慶
長
十
四
年
の
宮
女
密
通
事
件
や
、
野
間
光
辰
氏
の
言

在
世
の
左
大
臣
近
衛
信
尹
に
親
近
の
人
物
、
ま
た
は
、

し
か
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
の
想
定
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
、

「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
名
に
象
徴
さ
れ
る
悲
恋
の
死
と
の
複
合
を
、
「
く
も
の

（
壼
三
垂
別
）

「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
「
上
ら
』
『
ノ
」

（
塞
三
金
別
）
（

△
↑
画
垂

（
叡
随
）

と
し
て
の
形
象
化
は
理
解
で
き
な
い
し
、

近
衛
信
尹
じ
し
ん
で

己
う
ら
み
の
す

か
を
、

も
の

云 云
軍，

べ々

、

Ｅ
き
》

三
二
哲
穐

官
女
五
人
、
公
家
衆
七
人
、
淫
蕩
ノ
事
、
発
覚
シ
テ
、
刑
一
一
処
セ
ラ

レ
、
教
利
マ
タ
捕
二
就
キ
、
死
一
一
処
セ
ラ
ル
、
コ
ト
ハ
、
十
四
年
｝
一
、

各
其
条
ア
リ
、
参
看
ス
。
へ
シ
、

○
慶
長
十
四
年
八
月
四
日
癸
丑
の
条
（
十
二
ノ
六
）

家
康
、
重
ネ
テ
、
大
沢
基
宿
（
侍
従
）
、
板
倉
重
昌
（
内
膳
正
）
ヲ
、
京

都
一
一
造
シ
、
宮
女
処
分
ノ
事
ヲ
奏
請
ス
、
尋
デ
、
所
司
代
、
板
倉
勝
重

（
伊
賀
守
）
、
駿
府
一
一
赴
ク
、
女
院
、
女
御
、
並
一
一
、
使
ヲ
駿
府
一
一
造
シ
、

之
ヲ
議
セ
シ
メ
給
フ
、

〔
御
湯
殿
上
日
記
〕
八
月
四
日
、
は
る
具
、
す
る
か
よ
り
、
大
さ
は
、

い
た
く
ら
内
せ
ん
、
の
ぼ
り
ま
い
ら
せ
て
、
こ
ん
と
の
女
中
の
、
ら
ん

た
い
、
け
き
り
ん
、
も
つ
と
も
に
て
候
ま
具
、
い
か
や
う
に
も
、
仰
し

た
い
た
る
へ
き
と
の
御
事
也
、
さ
り
な
か
ら
、
こ
う
な
ん
も
、
な
き
や

う
に
、
御
き
う
め
い
、
か
ん
よ
う
の
よ
し
、
申
さ
る
典
、

え
と
の
し
や
う
ぐ
ん
よ
り
も
、
ほ
り
の
あ
は
ち
（
堀
淡
路
守
直
重
）
の

ほ
り
ま
い
ら
せ
て
、
く
わ
ん
し
ゆ
寺
（
光
豊
）
ま
て
、
お
り
か
み
を
も
っ

て
、
こ
ん
と
の
御
事
、
御
も
っ
と
も
の
よ
し
、
申
さ
る
弾
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
に
つ
き
せ
つ
け
の
御
し
う
、
御
さ
ん
候
へ
き
よ
し
、
く
わ
ん
し

ゆ
寺
中
納
言
、
に
し
三
て
う
中
納
言
、
御
つ
か
い
也
、
お
の
ノ
ー
、
御
さ

ん
に
て
、
せ
い
り
よ
う
殿
に
て
、
御
た
い
め
ん
有
、
こ
ん
と
の
や
う
た

い
、
さ
た
の
か
き
り
に
、
覚
し
め
し
候
ま
上
、
き
っ
と
仰
つ
け
ら
れ
候

は
ん
と
、
お
ぼ
し
め
し
候
は
、
い
か
＆
御
ふ
ん
へ
っ
候
や
と
、
御
た
ん

か
う
也
、
も
っ
と
も
の
よ
し
、
御
申
に
て
、
す
な
は
ち
、
大
さ
は
（
侍
従
）

合

厚



へ
、
仰
せ
い
た
さ
る
呉
也
、

「
御
湯
殿
上
日
記
」
の
「
せ
つ
け
の
御
し
う
、
御
さ
ん
候
へ
き
よ
し
」
の

（
近
）

記
事
は
、
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
こ
の

衛
殿
」
は
五
摂
家
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
事
件
に
は
、
近
衛
信
尹

も
、
事
態
に
無
縁
の
人
物
で
は
な
い
．
｜
詮
一
雄
の
輪
ど
の
文
づ
か
い
に

（
幸
三
全
訓
）

対
す
る
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
述
懐
は
、
こ
の
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
情
況
の
重

さ
を
も
の
語
っ
て
い
る
。

（
観
音
）

な
ふ
、
い
か
に
き
こ
し
め
せ
。
く
わ
ん
を
ん
よ
り
の
御
つ
げ
と
い
ひ
、

（
松
原
）

そ
も
じ
さ
ま
の
お
ほ
せ
と
い
ひ
、
ま
つ
ば
ら
の
は
具
も
し
る
な
ら
ば
、

一
か
た
な
ら
ぬ
事
共
、
ふ
み
の
返
事
ば
か
り
は
と
思
へ
ど
も
、
し
ぜ
ん

此
事
も
れ
聞
え
、
う
へ
の
耳
に
た
つ
な
ら
ば
、
み
づ
か
ら
が
事
は
く
る

し
か
ら
ね
共
、
そ
も
じ
を
は
じ
め
奉
り
、
る
ざ
い
の
ふ
ち
に
し
づ
む
も

の
な
ら
ば
、
く
さ
の
か
げ
な
る
ち
些
母
の
な
ま
で
な
が
さ
む
く
ち
お
し

さ
よ
・
此
事
ば
か
り
は
思
ひ
と
良
ま
り
給
へ
か
し
。

『
う
ら
み
の
す
け
」
の
モ
デ
ル
を
何
に
も
と
め
る
か
の
論
は
、
さ
ほ
ど
重

要
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
背
景
に
あ
っ
た
実
在
の
事
件
や
、

事
態
の
経
過
を
考
え
る
と
き
、
い
わ
ば
異
説
密
通
事
件
の
舞
台
や
関
連
人
物

（
近
）
（
菊
亭
殿
）

を
、
「
こ
の
衛
殿
」
や
「
き
く
て
い
ど
の
」
の
子
女
と
す
る
構
想
は
、
「
う

（
牽
三
）

ら
み
の
す
け
」
の
私
家
版
的
性
格
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
ゆ

（
前
）
（
菖
蒲
）
（
前
）

き
の
ま
へ
」
や
「
あ
や
め
の
ま
へ
」
の
形
象
化
の
意
味
も
、
そ
れ
と
し
て
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
犬
ま
く
ら
」
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
当

時
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
咄
に
し
む
物
」
の
第
一
は
、
「
か
の
物
語
」

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

■
ｄ
心

（
油
水
）

（
好
色
の
物
語
）
で
あ
る
。
同
時
に
、
「
き
よ
み
づ
」
の
交
歓
図
の
な
か
で
、

「
上
ら
う
」
た
ち
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
享
楽
賛
歌
は
、
当
時
の
貴
族
も
と
も

（
壼
己
曇
別
）

に
も
っ
た
当
世
感
覚
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
ゆ
き
の
ま
こ
の
お
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
家
版
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
作
者
は
、
親
近
の

（
菊
亭
殿
）
（
菖
蒲
）
（
前
）

「
き
く
て
い
ど
の
」
の
娘
と
し
て
「
あ
や
め
の
ま
へ
」
を
仮
設
し
て
、
あ
え

ノ
（
雪
）
垂
別
）

て
「
う
ら
み
の
す
け
」
と
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
と
の
交
情
を
み
ち
び
く
の
で
あ

づ
（
》
。

（
女

そ
れ
は
御
こ
と
わ
り
に
て
候
へ
ど
も
、
わ
か
き
時
の
な
ら
ひ
、
に
よ

人
）に

ん
と
な
り
て
思
ひ
の
か
＆
ら
ぬ
事
も
な
し
。
山
と
な
り
て
か
す
み
の

（
以
下
）

か
具
ら
ぬ
山
も
無
し
。
い
げ
の
た
と
へ
に
も
申
ぞ
か
し
。
た
と
ひ
こ
の

（
水
火
）

事
も
れ
き
こ
え
、
も
の
ｋ
ふ
ど
も
の
て
に
わ
た
り
、
す
い
く
わ
の
せ
め

（
因
栗
）

を
う
く
る
と
も
、
そ
れ
さ
き
の
世
の
い
ん
ぐ
わ
と
思
ふ
く
し
。
そ
の
う

（
千
手
）

へ
せ
ん
じ
ゆ
の
御
ち
か
ひ
な
ら
ば
、
さ
ほ
ど
の
事
は
あ
る
ま
じ
や
。
か

ほ
ど
に
申
に
、
き
氏
わ
け
給
ふ
ま
じ
き
や
。
み
づ
か
ら
も
わ
か
き
身
に

て
か
く
申
さ
ん
に
も
あ
ら
ね
ど
も
。

「
わ
か
き
時
の
な
ら
ひ
」
と
は
、
『
日
本
風
土
記
』
の
「
十
七
八
は
二
度

候
か
、
枯
木
に
花
が
咲
き
候
か
よ
の
」
（
五
・
山
歌
）
や
、
「
淋
敷
座
之
慰
』

の
「
引
か
ば
廃
き
や
れ
、
若
い
が
二
度
な
い
物
を
」
（
吉
原
紋
尽
し
の
た
Ｌ
き
）

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
当
世
の
「
は
や
り
小
う
た
」
の
享
楽
感
情
そ
の
も
の
で

（
女
人
）

あ
る
。
「
に
よ
に
ん
と
な
り
て
思
ひ
の
か
狸
ら
ぬ
事
も
な
し
」
の
構
文
も
、

『
十
二
段
草
子
』
の
「
女
人
と
申
す
に
夫
に
懸
念
の
掛
ら
ぬ
女
人
も
な
し
。

今
夜
は
座
か
せ
給
へ
や
」
を
典
拠
と
す
る
享
楽
感
情
の
移
入
で
あ
る
。
ち
な

１
日
‐



|I

み
に
言
う
な
ら
、
こ
の
「
十
二
段
草
子
」
も
、
「
古
浄
瑠
璃
」
で
は
な
く
、

「
初
期
仮
名
草
子
』
（
古
典
文
庫
）
の
解
題
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
慶
長

末
年
刊
の
伝
嵯
峨
本
「
十
二
た
ん
さ
う
し
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
う
ら
み
の
す
け
』
で
の
か
な
り
の
部
分
の
「
十
二
段
草
子
」
の
反
映
も
、

こ
の
時
期
の
「
か
な
草
子
」
享
受
者
層
の
一
面
の
情
感
と
、
そ
の
複
合
構
造

の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
た
と
ひ
こ
の
事
も
れ
き
こ
え
、
も
の
虫
ふ
ど
も
の
て
に
わ
た
り
、

（
水
火
）
．
（
因
果
）

す
い
く
わ
の
せ
め
を
う
く
る
と
も
、
そ
れ
さ
き
の
世
の
い
ん
ぐ
わ
と
思
ふ
く

（
菖
蒲
）
（
前
）
（
雪
）
（
前
）

し
」
の
「
あ
や
め
の
ま
こ
の
言
辞
も
、
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
「
し
ぜ
ん
此

事
も
れ
聞
え
、
う
へ
の
耳
に
た
つ
な
ら
ば
」
と
も
照
応
し
て
、
宮
女
密
通
事

件
や
、
禁
裏
女
房
の
密
通
事
件
の
て
ん
ま
つ
に
見
ら
れ
る
こ
の
時
期
の
法
制

の
実
態
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
発
言
で
あ
る
だ
け
に
、

「
う
ら
み
の
す
け
』
の
作
者
の
傍
若
の
文
芸
意
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な

急
弓
全
Ⅲ
）

る
。
「
う
ら
み
の
す
け
」
と
「
ゆ
き
の
ま
ご
と
の
恋
の
経
過
の
う
わ
く
や
、

修
辞
の
旧
態
だ
け
を
見
る
な
ら
、
こ
の
作
品
は
、
中
世
風
の
恋
物
語
の
典

（
菖
蒲
）
（
前
）

型
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
あ
や
め
の
ま
ｃ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ

の
享
楽
感
情
は
、
も
う
あ
き
ら
か
に
慶
長
末
期
の
世
俗
感
覚
で
あ
る
。
「
う

ら
み
の
す
け
」
の
「
清
水
観
音
」
へ
の
起
誓
や
、
「
観
音
」
の
夢
想
も
、
「
そ

（
千
手
）

の
う
へ
せ
ん
じ
ゆ
の
御
ち
か
ひ
な
ら
ば
、
さ
ほ
ど
の
事
は
あ
る
ま
じ
や
」
の

誰
弁
に
消
化
さ
れ
て
、
「
若
い
が
二
度
な
い
」
男
女
の
交
情
を
正
当
化
し
、

『
う
ら
み
の
す
け
」
の
情
感
を
現
世
に
直
結
さ
せ
て
い
る
。
「
さ
あ
ら
ば
ぜ

（
観
音
）

ひ
に
も
を
よ
ば
ず
。
く
わ
ん
を
ん
よ
り
の
御
つ
げ
と
い
ひ
、
そ
も
じ
の
お
ほ

七

手

（
壺
己
全
則
）

せ
を
な
ど
か
そ
む
き
申
べ
き
」
の
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
変
容
も
見
の
が
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

「
風
の
た
よ
り
を
待
ち
え
、
そ
及
ろ
に
筆
の
た
て
ど
も
お
ぼ
え
参
ら
せ
ず
、

も
し
ほ
ぐ
さ
と
の
み
ふ
で
を
そ
め
ま
い
ら
せ
候
・
・
…
・
」
と
し
て
書
き
は
じ
め

ら
れ
る
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
恋
文
も
、
古
歌
的
情
感
に
い
ろ
ど
ら
れ
な
が

ら
も
、
『
朝
顔
の
露
の
宮
』
の
そ
れ
と
は
同
質
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「
う

す
ゅ
き
物
語
』
の
「
そ
ぞ
ろ
に
す
み
を
す
り
、
ふ
で
の
た
て
ど
も
わ
き
ま
へ

ず
」
な
ど
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
当
世
の
恋
文
の
書
き
だ
し
の

定
型
で
あ
り
、
「
君
恋
ふ
る
心
の
闇
に
か
き
昏
れ
て
迷
ひ
来
る
身
を
哀
れ
と

は
見
よ
」
に
は
じ
ま
る
「
露
の
宮
」
の
贈
歌
の
叙
情
と
は
、
は
っ
き
り
と
し

（
桂
）

た
相
違
を
示
し
て
い
る
。
「
か
つ
ら
の
ご
と
き
の
き
み
な
れ
ば
、
と
び
た
つ

ば
か
り
思
ひ
れ
の
、
よ
る
の
こ
ろ
も
を
か
へ
し
て
も
、
こ
ひ
し
き
人
は
見
え

も
せ
ず
」
も
、
「
逢
ひ
た
さ
見
た
さ
は
飛
び
立
つ
な
ァ
ば
か
り
、
籠
の
烏
か

ゃ
ァ
恨
め
し
や
ん
」
の
「
当
世
投
節
」
の
尉
章
や
情
感
の
移
入
で
あ
る
。
「
こ

一
Ｊ
王
）

ひ
に
は
し
な
れ
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
思
ひ
あ
か
し
の
う
ら
か
ぜ
に
、
ひ
と
り
こ

が
る
坐
ね
や
の
う
ち
へ
：
。
：
・
君
と
契
り
し
ね
や
の
内
亡
な
ど
の
構
文
も
、

「
謡
曲
」
の
「
恋
重
荷
」
の
「
恋
よ
恋
、
わ
が
中
空
に
な
す
な
恋
、
恋
に
は

人
の
死
な
ぬ
も
の
か
は
」
や
、
「
源
氏
物
語
」
の
「
ひ
と
り
寝
は
君
も
知
り

い
や
つ
れ
づ
れ
を
思
ひ
あ
か
し
の
う
ら
さ
び
し
さ
を
」
（
明
石
）
、
『
安
達
原
』

の
「
思
ひ
明
石
の
浦
千
鳥
、
音
を
の
み
ひ
と
り
泣
き
明
す
」
、
「
ふ
し
ぎ
や
主

の
閨
の
内
を
、
物
の
ひ
ま
よ
り
よ
く
見
れ
ば
」
な
ど
を
、
た
く
み
に
交
錯
さ

せ
た
修
辞
な
が
ら
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
独
自
の
艶
書
形
態
で
あ
り
、
こ
の

毎
じ
二

四

タ



（
胆
）

物
語
の
作
者
の
学
識
と
、
こ
の
時
期
の
享
楽
感
覚
と
の
複
合
で
あ
る
。

（
壺
二
垂
別
）

「
ゆ
き
の
ま
へ
」
の
返
し
文
も
、
古
歌
を
ふ
ま
え
た
構
文
な
が
ら
、
『
朝

顔
の
露
の
宮
』
の
返
歌
や
応
答
と
は
異
質
の
積
極
性
に
よ
っ
て
い
ろ
ど
ら
れ

て
い
る
。

（
マ
ご
（
術
土
）

う
へ
の
五
つ
の
も
じ
な
ら
ば
、
ゑ
じ
の
た
く
火
に
も
ろ
と
も
に
、
い

（
磯
馴
松
）

ざ
た
ち
よ
り
て
そ
な
れ
ま
つ
、
き
り
く
会
へ
て
た
く
お
な
じ
み
の
、
け
ぶ

（
葛
）
（
葉
）

り
と
共
に
き
え
ん
と
も
、
あ
は
ん
と
思
へ
く
ず
の
は
の
、
あ
き
の
も
な

（
秘
）

か
の
事
な
れ
ば
、
一
む
ら
す
す
き
ほ
に
い
で
ん
。
た
Ｎ
な
に
事
も
さ
れ

（
言
）
（
葉
）

か
づ
ら
、
月
の
も
な
か
に
こ
と
の
は
の
、
そ
の
す
ゑ
た
の
め
か
み
な
月
、

さ
だ
め
な
き
よ
の
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
さ
き
に
身
づ
か
ら
も
、
露
と
き

（
生
）

え
な
ば
も
と
よ
り
も
、
む
ま
れ
ぬ
さ
き
と
お
ぽ
し
め
せ
。
も
し
も
い
の

ち
な
が
ら
へ
ば
、
あ
と
に
あ
ら
は
す
そ
の
事
と
、
か
は
り
は
せ
ま
じ
か

な
ら
ず
。

（
清
水
）

こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
き
よ
み
づ
」
で
の
「
八
こ
ゑ
の
と
り
は

い
つ
わ
り
を
う
た
ふ
た
。
ま
た
夜
は
よ
な
か
、
し
め
て
お
よ
れ
よ
の
」
や
、

「
思
ひ
あ
か
し
れ
は
、
ま
つ
か
ぜ
も
さ
び
し
。
な
さ
け
は
い
ま
の
お
も
ひ
の

た
れ
よ
。
つ
ら
き
は
い
ま
の
ふ
か
き
な
さ
け
よ
。
い
つ
さ
て
花
の
え
ん
と
な

（
マ
マ
）

ら
ふ
ず
よ
の
」
の
願
望
体
現
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
密
会
場
面
の
描
写
も
、
古

、

典
的
情
感
と
の
複
合
を
示
し
な
が
ら
も
、
「
お
伽
草
子
」
に
は
な
い
近
世
色

を
示
し
て
い
る
。

（
マ
マ
）

つ
か
ぬ
月
日
か
さ
な
り
て
、
や
う
や
く
こ
ん
や
は
十
五
夜
に
も
な
り

（
庄
司
）
（
後
家
）

け
れ
ば
、
う
ら
み
の
す
け
、
し
や
う
じ
が
も
と
に
ゆ
き
て
、
…
…
ご
け

『
う
ら
み
の
す
け
』
の
文
芸
構
造

Ｊ
舌

L

さ
か
の
ぼ
っ
て
言
う
な
ら
、
恋
文
の
贈
答
過
程
で
の
次
の
一
文
も
、
「
う

ら
み
の
す
け
」
の
成
立
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
文
芸
性
の
特
質
を
示

し
て
い
る
。さ

て
Ｊ
１
御
文
の
う
ち
、
い
づ
れ
も
聞
え
ぬ
れ
ど
も
、
う
へ
の
五
つ

一
五

（
庄
司
）
（
後
家
）

・
こ
の
あ
た
り
の
「
し
や
う
じ
が
ご
け
」
の
手
び
き
は
、
か
な
り
の
写
実
性

を
も
っ
て
い
る
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
心
象
描
写
も
、
こ
れ
ま
で
の
文

（
鴫
）

芸
に
は
な
い
新
鮮
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
『
う
ら
み
の

す
け
』
の
作
者
、
な
い
し
は
享
受
者
の
「
か
の
物
語
」
へ
の
関
心
の
所
産
で

Ｊ
ｂ
圭
柄
〉
↓
。
。

き
い
て
…
…
や
が
て
こ
し
ら
へ
て
、
か
の
う
ら
み
の
助
を
女
房
に
い
で

た
奥
せ
、
う
す
ぎ
ぬ
を
ひ
き
か
づ
か
せ
、
お
り
し
も
月
に
く
ま
も
な
く
、

て
る
月
を
も
う
ら
め
し
や
と
い
と
ひ
、
．
：
…
う
ら
み
の
す
け
を
ば
も
み

ぢ
の
も
ん
に
か
く
し
を
き
、
ふ
か
く
し
の
ぱ
せ
給
ひ
、
そ
れ
に
て
御
ま

（
庄
司
）
（
後
家
）

ち
あ
れ
と
て
、
し
や
う
じ
が
ご
け
は
う
ち
に
入
り
、
…
…
そ
の
の
ち
う

（
管
絃
）

ら
み
の
す
け
み
＆
を
そ
ぱ
め
、
御
内
の
て
い
を
き
く
に
、
く
は
ん
げ
ん

（
琴
）
（
松
風
）

の
を
と
し
き
り
に
て
、
こ
と
の
を
と
は
、
四
ほ
ん
が
奥
り
の
ま
つ
か
ぜ

に
お
と
づ
れ
け
る
。
こ
れ
も
思
ふ
人
の
あ
る
ら
む
と
、
は
や
心
も
そ
■

ろ
に
て
、
も
ん
の
う
ち
に
て
あ
し
を
と
す
る
と
思
へ
ば
、
す
こ
し
こ
ゑ

ほ
の
か
に
聞
ゆ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
と
お
も
ひ
、
い
そ
ぎ
た
ち
よ
れ
ば
…

4
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の
文
字
、
さ
れ
か
づ
ら
、
月
の
も
な
か
に
あ
た
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ
典
に
、

（
細
川
）
（
玄
旨
）
（
宗
庵
）

ほ
そ
か
わ
の
げ
ん
じ
に
っ
か
は
れ
し
そ
う
あ
ん
と
申
せ
し
人
、
う
ら
み

（
歌
物

の
す
け
と
一
だ
ん
し
る
人
な
れ
ば
、
此
や
ど
へ
ゆ
き
て
、
う
た
も
の
が

奉
叩
）

た
り
を
よ
そ
の
や
う
に
か
た
り
い
だ
し
覇
こ
の
こ
ふ
ろ
を
き
典
け
れ
ば
、

（
宗
庵
）
（
和
歌
）

こ
の
そ
う
あ
ん
わ
か
の
み
ち
た
っ
し
や
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
や
が
て
心

得
、
な
き
よ
な
り
せ
ば
の
う
へ
の
五
つ
の
も
じ
な
く
は
と
は
、
そ
な
た

の
こ
奥
ろ
に
い
つ
わ
り
な
く
と
い
ふ
心
な
る
べ
し
。
ふ
る
き
こ
と
ば
に
、

い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
せ
ぱ
い
か
ば
か
り
人
の
こ
と
ば
の
う
れ
し
か

ら
ま
し
と
あ
り
。
．
…
：
さ
れ
か
づ
ら
、
月
の
も
な
か
と
い
ふ
事
は
、

（
逢
坂
）

三
で
う
の
右
大
臣
の
う
た
に
、
な
に
し
を
ふ
あ
ふ
さ
か
山
の
さ
れ
か
づ

ら
人
に
し
ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な
と
あ
り
。
さ
て
月
の
も
な
か
と
い

ふ
事
は
、
水
の
お
も
に
照
る
月
な
み
を
か
ぞ
ふ
れ
ぱ
こ
よ
ひ
ぞ
秋
の
も

（
朗
詠
）

中
な
り
け
る
と
い
ふ
ら
う
ゑ
い
の
う
た
に
み
え
し
は
、
八
月
十
五
夜
の

事
と
お
ぼ
え
た
り
。

（
奉
三
）

「
う
へ
の
五
つ
の
文
字
」
「
さ
れ
か
づ
ら
」
「
月
の
も
中
」
は
、
「
ゆ
き

（
前
）

の
ま
へ
」
の
返
し
文
の
な
か
の
歌
物
語
の
「
謎
立
て
」
で
あ
る
。
「
謎
立
て
」

は
、
『
宣
胤
卿
記
』
に
も
「
今
日
新
作
の
謎
立
て
、
こ
れ
を
注
進
す
」
と
あ

り
、
『
枕
草
子
』
の
「
つ
い
で
に
、
な
ぞ
な
ぞ
あ
は
せ
し
け
る
。
…
…
こ
な

た
の
人
あ
な
た
の
人
、
み
な
心
も
と
な
く
う
ち
ま
も
り
て
、
な
ぞ
な
ぞ
と
い

ふ
ほ
ど
、
心
に
く
し
」
（
一
四
三
）
や
、
『
長
秋
記
』
の
「
院
に
お
い
て
和
歌

有
り
。
…
…
事
畢
り
て
連
歌
丼
び
に
な
ぞ
な
ぞ
物
語
の
事
な
ど
あ
り
。
」
、

一
ｕ
徒
然
草
』
の
「
近
習
の
人
ど
も
な
ぞ
な
ぞ
を
作
り
て
、
解
か
れ
け
る
所
へ
」

ｌ
Ｐ

戸
》

（
一
○
四
）
な
ど
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
古
い
ら
い
の
言
語
遊
戯

の
一
つ
で
あ
る
。
一
』
犬
ま
く
ら
」
に
も
、
「
嬉
し
き
物
」
の
第
二
に
、
「
謎

立
解
き
た
る
」
と
も
あ
り
、
「
謎
立
て
」
は
、
こ
の
時
期
の
貴
族
た
ち
の
あ

（
近
）
（
菊

い
だ
で
も
愛
好
さ
れ
た
遊
び
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
、
「
こ
の
衛
殿
」
や
「
き

亭
殿
）

く
て
い
ど
の
」
の
設
定
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
う
ら
み
の
す
け
」

の
作
者
も
、
近
衛
信
尹
や
今
出
川
晴
秀
の
近
習
な
い
し
は
出
入
り
の
「
こ
れ

か
れ
」
の
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
が
、
「
犬
ま
く
ら
』
が
、
こ
れ
ら
「
こ
れ
か
れ
」

の
書
き
と
め
の
補
正
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
う
ら
み
の
す
け
」
も
ま
た
、
こ

れ
ら
有
閑
貴
族
た
ち
の
遊
び
の
文
芸
で
あ
っ
た
。
古
歌
や
古
物
語
に
ま
つ
わ

る
「
謎
立
て
」
は
高
次
の
文
芸
遊
戯
で
あ
る
。
わ
ず
ら
わ
し
い
ま
で
の
古
歌

や
古
物
語
に
よ
る
修
辞
も
、
「
う
ら
み
の
す
け
』
の
中
世
へ
の
湖
行
と
し
て

で
は
な
く
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
好
事
の
文
芸
遊
戯
の
所
産
で
あ
っ
た
。

「
謎
立
て
」
の
発
想
は
、
「
く
ず
の
う
ら
み
の
す
け
」
「
ゆ
め
の
う
き
世
の

助
」
ほ
か
の
命
名
で
も
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
時
点

で
、
す
で
に
「
謎
立
て
」
の
効
用
を
も
ち
、
古
歌
と
現
世
を
交
錯
さ
せ
な
が

ら
、
こ
の
物
語
の
推
移
を
予
測
さ
せ
た
。

（
後
生
）

「
ご
し
や
う
に
て
御
げ
ん
ざ
ん
に
参
り
候
・
へ
し
」
の
後
朝
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
悲
劇
の
構
造
も
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
で
の
言
語
遊

戯
と
見
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
「
朝
顔
の
露
の
宮
』
の
、
「
こ
の
世
の
契
こ
そ

薄
く
と
も
、
来
世
は
必
ず
一
つ
蓮
の
縁
に
な
ら
ん
」
な
ど
に
触
発
さ
れ
た
悲

（
後
生
）
（
雪
）
（
前
）

恋
の
暗
示
で
は
あ
っ
た
が
、
「
ご
し
や
う
に
て
」
は
、
の
ち
の
「
ゆ
き
の
ま

、
、

へ
」
の
述
懐
に
よ
っ
て
、
な
ぞ
が
解
か
れ
る
よ
う
に
、
「
只
大
方
と
思
ひ
」

[
ニ
ノ、

望



て
の
媚
態
に
す
ぎ
な
い
。
「
つ
ね
に
六
で
う
へ
ん
へ
か
よ
ひ
」
「
な
が
れ
を

た
つ
る
あ
そ
び
物
に
も
、
こ
虫
ろ
を
ひ
か
れ
る
」
「
色
ふ
か
き
お
の
こ
」
の

「
う
ら
み
の
す
け
」
が
、
女
の
媚
態
を
「
後
の
世
」
と
と
り
違
え
て
悶
死
す

る
構
想
は
、
い
か
に
も
ふ
し
ぜ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
う
ら
み
の
す
け
』
で

、

の
文
芸
遊
戯
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（
〃
）

「
う
ら
み
の
す
け
」
の
遺
言
の
構
文
が
、
か
っ
て
市
古
貞
次
氏
も
指
摘
し

た
よ
う
に
、
「
朝
顔
の
、
花
の
上
な
る
露
よ
り
も
、
は
か
な
き
物
は
艀
蛎
の

…
…
」
の
『
住
吉
物
語
』
の
長
歌
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
『
う
ら
み
の
す

け
』
の
文
芸
構
造
を
論
じ
る
う
え
で
は
、
一
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
住
吉
物
語
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
中
納
言
兼
左
衛
門
督
の
姫
を
主
人
公

と
し
、
継
子
物
語
を
配
し
た
恋
物
語
で
あ
る
。
「
う
ら
み
の
す
け
、
一
の
作
者

や
、
作
者
を
と
り
ま
く
有
閑
貴
族
た
ち
が
、
「
か
の
物
語
」
を
構
想
し
、
さ

し
あ
た
っ
て
『
朝
顔
の
露
の
宮
』
を
意
識
し
た
と
き
、
継
子
物
語
の
連
想
に

よ
っ
て
、
「
住
吉
物
語
」
の
長
歌
を
配
し
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
遺
言
を

彩
色
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ふ
し
ぜ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
住
吉
物
語
一

は
、
文
録
・
慶
長
の
こ
ろ
に
は
、
「
大
形
古
奈
良
絵
本
」
や
、
「
絵
巻
物
」

と
し
て
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
周
辺
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
寛
永
九
年
の
流

布
本
の
刊
行
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
当
時
も
か
な
り
ひ
ろ
い
読

者
層
を
も
っ
た
古
物
語
で
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
「
う
ら
み
の
す

け
」
の
「
艶
書
合
」
的
な
一
面
も
う
き
ぽ
り
に
し
て
い
る
。
「
艶
書
合
」
は
、

「
堀
川
院
艶
書
合
』
か
ら
の
伝
統
を
も
ち
、
『
は
に
ふ
の
物
語
」
や
、
『
玉

虫
の
草
紙
」
「
虫
物
語
一
『
か
ほ
る
烏
の
草
子
』
「
ふ
く
ろ
ふ
の
草
子
」
な
ど

う
ら
み
の
す
け
の
文
芸
描
造

■
『
。

に
も
継
承
さ
れ
た
日
本
文
芸
の
一
様
式
で
あ
る
。
ま
た
、
「
艶
書
合
」
は
、

の
ち
の
「
う
す
ゆ
き
物
語
」
の
成
立
に
よ
っ
て
も
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

時
期
で
も
、
知
識
人
の
文
芸
遊
戯
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
「
う
ら
み
の
す
け
」

（
幸
ヨ
金
川
）

と
「
ゆ
き
の
ま
へ
」
と
の
恋
文
の
授
受
も
、
「
謎
立
て
」
と
と
も
に
「
艶
書

合
」
で
あ
っ
た
し
、
古
物
語
の
叙
情
の
再
現
と
し
て
の
「
う
ら
み
の
す
け
」

の
遺
書
の
構
文
も
、
当
世
の
「
艶
書
合
」
の
摂
取
で
あ
っ
た
。

「
か
な
草
子
」
の
本
質
的
な
近
世
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
寛
永
期
の
盤

版
本
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
写
本
・
古
活
字
本
「
う
ら
み
の
す

け
』
が
、
多
く
の
負
数
構
造
を
も
ち
、
多
く
の
旧
態
を
内
包
し
な
が
ら
も
、

こ
の
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
『
う
ら
み
の
す
け
」
は
、
一

方
で
は
文
芸
遊
戯
と
し
て
の
制
約
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
他
方
で
は
、
そ
の

文
芸
遊
戯
の
な
か
に
当
世
を
胎
動
さ
せ
、
こ
の
時
代
の
文
芸
秩
序
を
、
未
消

化
や
不
協
和
の
な
か
に
模
索
し
た
。
す
く
な
く
と
も
、
「
う
ら
み
の
す
け
』

の
作
者
が
、
「
中
ご
ろ
の
事
に
や
あ
り
け
ん
」
や
、
「
む
か
し
わ
が
朝
の
こ

と
な
る
に
」
な
ど
と
す
る
「
お
伽
草
子
」
の
方
法
を
さ
け
て
、
文
芸
近
世
化

の
志
向
を
提
示
し
た
こ
と
の
文
芸
史
的
意
義
は
、
正
当
に
評
価
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
松
田
修
「
う
ら
ミ
の
す
け
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
ｌ

（
「
国
語
国
文
」
昭
和
鋤
・
理
）
。

（
２
）
日
本
古
典
鑑
賞
誹
座
「
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
」
（
「
恨
の
介
」
解
説
）
。

（
３
）
田
中
伸
『
仮
名
草
子
の
研
究
』
（
第
二
部
、
一
、
「
う
ら
み
の
す
け
」
の
発
想

を
め
ぐ
っ
て
）
。

（
４
）
（
５
）
（
２
）
に
同
じ
。

一
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一
八

（
６
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
草
子
集
』
（
「
恨
の
介
」
補
注
）
。
（
咽
）
「
仮
名
草
子
の
作
者
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
鋤
・
８
）
。

（
７
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
Ｍ
）
（
２
）
に
同
じ
。

（
８
）
「
仮
名
草
子
に
つ
い
て
」
（
大
東
急
記
念
文
庫
第
六
巻
・
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
（
過
）
寛
永
整
版
本
で
は
、
読
者
層
の
拡
大
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
「
う
ら
み
の
す
け
」

第
一
巻
）
。
の
恋
文
の
内
容
も
か
な
り
の
変
質
を
示
し
て
い
る
。

（
９
）
『
中
世
小
説
の
研
究
』
。
（
妬
）
こ
の
部
分
も
、
寛
永
整
版
本
で
は
、
さ
ら
に
写
実
性
を
濃
厚
に
し
て
い
る
。

（
畑
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
Ⅳ
）
「
近
世
初
期
小
説
の
一
性
格
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
妬
・
４
）
。

（
ｕ
）
（
皿
）
（
３
）
に
同
じ
。
（
み
ず
た
・
じ
ゅ
ん
本
学
教
授
）
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