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虫
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づ
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一
ほ
ど
，
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１
の
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よ
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か
ひ
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は
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は
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女
御

式
這
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蝿
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毒
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一
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ま
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し
め
づ
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姫
君

一
齢
諦
蠣
弛
誠
蛙
椛
一
は
い
ず
み

一
よ
し
な
し
ご
と
一
華
蝿
沌
麺
蜘
羅
に
と

一
備
考
一
高
松
宮
家
御
所
蔵
本
に
は
十
篇
の
配
列
順
序
が
な
い
。

よ
っ
て
は
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
今
こ
れ
ら
諸
本
に
伝
へ
る
本
物
語
十
篇

の
次
第
を
種
類
別
に
整
理
し
て
示
せ
ば
次
の
通
り
に
な
る

堤
中
納
言
物
語
の
諸
写
本
に
伝
へ
る
十
篇
の
配
列
順
序
は
、
そ
の
本
に

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
編
次
の
研
究

に
阻
泪
面
ｅ
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旧
来
堤
中
納
言
物
語
の
目
次
に
つ
い
て
、
藤
田
徳
太
郎
氏
は
、
新
潮
社

発
行
「
日
本
文
学
講
座
‐
一
第
八
巻
収
載
「
堤
中
納
言
物
語
研
究
‐
｜
の
中
で
、

「
以
上
述
べ
た
事
に
よ
っ
て
、
四
季
の
順
序
に
置
か
れ
た
現
行
本
の
順
序

は
、
そ
の
意
味
で
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
・
」
と
言

っ
て
ゐ
る
。
氏
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
流
布
本
に
見
え
る
十
篇
の
配
列
順
序

を
も
っ
て
原
本
の
そ
れ
と
看
倣
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
彼
が
言
ふ

如
く
、
堤
中
納
言
物
語
十
篇
の
並
、
へ
方
は
、
流
布
本
を
も
っ
て
正
当
な
も

の
と
見
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
仮
り
に
こ
の
旧
説
を
肯
定

し
た
な
ら
ば
、
十
篇
の
順
序
に
次
の
や
う
な
季
節
の
食
達
ひ
を
指
摘
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
す
な
は
ち
、

そ
の
一
は
、
本
物
語
初
篇
の
「
花
ざ
く
ら
折
る
少
将
」
に
は
、

所
灸
の
花
の
木
ど
も
良
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ね
ゞ
へ
く
か
す
み
た
り
。
い
ま
す
こ
し
す

ぎ
て
み
つ
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
お
も
し
ろ
く
す
ぎ
が
た
き
心
ち
し
て
、
そ
な
た
へ

と
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
は
な
ざ
く
ら
に
ほ
ふ
と
か
げ
に
た
び
た
上
れ
つ
上

な
ど
の
本
文
が
あ
っ
て
、
本
物
語
の
背
景
は
桜
の
時
候
と
な
っ
て
ゐ
る
。

し
か
る
に
第
二
篇
の
「
こ
の
つ
い
で
」
で
は
、

ひ
ん
が
し
の
た
い
の
こ
う
ぱ
い
の
し
た
に
う
づ
ま
せ
給
ひ
し
た
き
も
の
、
今
日
の

つ
れ
人
く
、
に
心
み
さ
せ
給
ふ
と
て
な
ん
、
と
て
、
え
な
ら
ぬ
え
だ
に
し
ろ
が
れ
の

つ
ぼ
二
つ
つ
け
た
ま
へ
り
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
季
節
は
梅
の
時
候
な
の
で
あ
る
。
も
し
旧
説
通

り
堤
中
納
言
物
摺
十
篇
が
四
季
の
順
に
配
列
し
た
、
も
の
で
あ
る
な
ら
、
当

然
「
こ
の
つ
い
で
」
の
方
が
十
篇
の
冒
頭
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

そ
の
二
は
、
第
三
篇
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
本
文
中
に
、

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
編
次
の
研
究

」

中
に
も
か
わ
む
し
の
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
け
れ
と
て
、
あ
け
く
れ

は
み
生
は
さ
み
を
し
て
云
壷

と
あ
り
、
ま
た
右
馬
の
助
が
姫
君
に
作
り
も
の
堅
蛇
を
贈
っ
て
か
ら
か
ふ

場
面
の
一
文
に
も
、

お
び
の
は
し
の
い
と
を
か
し
げ
な
る
に
、
く
ち
な
は
の
か
た
を
い
み
じ
く
に
せ
て
、

う
ご
く
べ
き
さ
ま
な
ど
し
つ
け
て
云
女

と
見
え
る
。
こ
の
や
う
に
毛
虫
と
か
蛇
の
出
盛
る
時
候
は
真
夏
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
第
四
篇
の
「
ほ
ど
ｊ
ｆ
１
の
け
さ
う
」
に
は
、

ま
つ
り
の
こ
ろ
は
、
な
く
て
い
ま
め
か
し
う
み
ゆ
る
に
や
あ
ら
ん
、
あ
や
し
き
こ

ず
へ
の
は
じ
と
み
も
、
あ
ふ
ひ
な
ど
か
ざ
し
て
心
ち
よ
げ
な
る
云
々

と
あ
っ
て
、
こ
の
短
篇
物
語
は
加
茂
祭
の
頃
、
す
な
は
ち
季
節
的
に
は
初

夏
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
「
ほ
ど
，
Ｉ
、
の
け
さ
う
」

と
の
季
節
の
順
序
も
反
対
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
た
Ｎ
第
五
篇
の

「
逢
坂
越
え
ね
権
中
納
言
」
で
は
、

五
月
ま
ち
つ
け
た
る
は
な
た
ち
ぱ
な
の
云
右

と
か
、

つ
ち
さ
へ
わ
れ
て
典
る
ひ
に
も
そ
て
ほ
す
よ
な
く
”
（
「
み
な
づ
き
の
つ
ち
さ
へ
さ

け
て
照
る
日
に
も
わ
が
袖
ひ
め
や
い
も
に
あ
は
ず
し
て
」
を
引
用
）
お
ぽ
し
く
づ

ほ
る
上
。
十
日
よ
ひ
の
月
く
ま
な
き
に
云
々

と
あ
る
。
よ
っ
て
「
逢
坂
越
え
画
権
中
納
言
」
の
背
景
は
五
月
か
ら
六
月

に
か
け
て
の
物
語
な
の
で
あ
る
故
に
、
「
ほ
ど
ｊ
、
の
け
さ
う
」
・
の
次
に

「
逢
坂
越
え
ね
権
中
納
言
‐
一
が
並
今
へ
ら
れ
て
も
別
に
問
題
に
は
な
る
麦
い
。

ま
た
第
六
篇
の
「
貝
あ
は
せ
」
の
文
中
に

一
五

Ｆ
鼻

､



な
が
つ
き
の
あ
り
あ
け
の
月
に
さ
そ
は
れ
て
云
灸

と
あ
る
の
で
、
こ
の
物
語
は
秋
九
月
頃
と
な
る
。
従
っ
て
流
布
本
に
お
い

て
は
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
の
次
に
、
第
六
篇
の
「
貝
あ
は
せ
］
が

配
置
さ
れ
て
も
当
然
な
順
序
と
な
る
。

‐
そ
の
三
は
、
第
七
篇
の
「
お
も
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
文
中

に

人
ど
こ
ろ
あ
き
の
し
る
し
の
か
な
し
き
に
か
れ
ゆ
く
ほ
ど
の
け
し
き
な
り
け
り

と
かと

き
は
な
る
の
き
の
し
の
ぶ
を
し
ら
ず
し
て
か
れ
ゆ
く
秋
の
け
し
き
と
や
思
ふ

と
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
晩
秋
の
時
節
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
第
八
篇

の
「
は
な
だ
の
女
御
‐
｜
の
本
文
に
は
、

か
の
せ
ん
ざ
い
ど
も
を
み
給
へ
。
い
け
の
は
ち
す
の
つ
ゆ
は
た
ま
と
ぞ
み
ゆ
る

（
「
蓮
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
い
心
も
て
何
か
は
露
を
玉
と
あ
ざ
む
く
」
古
今
集
巻

三
頁
歌
に
見
え
る
僧
正
遍
正
の
歌
を
引
く
。
）

と
見
え
る
故
に
物
語
背
景
は
夏
か
と
思
へ
ば
、
他
方
同
物
語
文
中
の
諸
処

に
色
々
な
秋
の
草
花
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
あ
る
。
｜
」
の
や
う
な
事
情
か
ら

該
篇
の
時
候
を
推
測
す
れ
ば
、
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
季
節
は
夏
か
ら
秋

に
か
け
て
で
あ
ら
う
。
な
ほ
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
作
品
は
季
節
的
に
は

前
篇
の
「
貝
あ
は
せ
」
や
「
思
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
よ
り
早
い

も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

そ
の
四
は
、
第
九
篇
の
「
は
い
ず
み
」
の
時
候
は
判
然
と
し
な
い
が
、

た
筥
該
物
語
の
文
中
に

さ
ら
ば
そ
の
む
ま
に
て
も
、
よ
の
ふ
け
ぬ
さ
き
に

、

1

一
一
〈
空

と
かょ

ろ
づ
は
の
ど
か
に
き
こ
え
ん
。
夜
の
あ
け
ぬ
さ
き
に

と
か
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
中
の
「
よ
の
ふ
け
ぬ
さ
き
に
」
・
「
夜
の
あ
け

ぬ
さ
き
に
」
の
用
法
は
、
伊
勢
物
語
五
十
三
段
に
、

む
か
し
、
男
あ
ひ
が
た
き
女
に
あ
ひ
て
、
物
が
た
り
す
る
程
に
烏
の
鳴
き
け
れ
ば
、

い
か
で
か
は
烏
の
な
く
な
む
人
知
れ
ず
思
ふ
心
は
ま
だ
夜
深
き
に
（
こ
の
歌
統

後
撰
集
に
も
出
て
、
業
平
朝
臣
と
詞
害
し
て
ゐ
る
・
）

と
あ
る
本
文
の
「
夜
深
き
に
」
と
同
じ
雰
囲
気
と
思
は
れ
る
。
案
ず
る
に

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
短
か
夜
の
五
六
月
頃
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ら

う
か
。
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
十
篇
の
順
序
と
し
て
「
貝
あ
は
せ
」
や

「
思
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
よ
り
前
に
配
置
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

た
図
第
十
番
目
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
で
は
、

と
し
の
は
て
に
、
や
ま
で
ら
に
こ
も
る
と
て
云
左

と
見
え
る
の
で
、
こ
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
時
節
は
年
の
暮
れ
と
な
る

か
ら
、
従
来
言
は
れ
て
ゐ
る
季
節
に
よ
る
配
列
の
順
序
か
ら
見
て
は
別
に

該
篇
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

以
上
の
如
く
堤
中
納
言
物
語
に
於
け
る
流
布
本
の
目
次
を
四
季
の
順
に

並
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
推
測
す
る
場
合
，
諸
処
に
甚
し
い
矛
盾
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
元
来
流
布
本
の
配
列
順
序
を
持
つ
諸
写
本
の
多
く
は
、

諸
本
の
系
譜
上
第
二
門
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
門
に
所

属
す
る
諸
伝
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
立
命
館
文
学
昭
和
三
十
一
年

三
月
号
所
載
拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
の
伝
本
研
究
’
第
二
門
第
二
類
に

つ
い
て
ｌ
」
に
詳
述
の
通
り
、
当
該
諸
門
に
は
善
本
と
認
め
得
る
も
の

や

今
が
啓



は
極
く
稀
で
、
殆
ど
は
第
一
門
に
所
属
す
る
十
冊
本
の
末
葉
写
本
ば
か
り

と
言
っ
て
ょ
か
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
堤
中
納
言
物
語
の
研
究
に
不
可
欠
の

善
本
は
、
物
語
十
篇
の
配
列
順
序
が
右
の
流
布
本
の
そ
れ
と
異
な
る
祁
類

の
本
、
す
な
は
ち
契
沖
校
本
、
榊
原
忠
次
旧
蔵
本
・
尊
経
閣
蔵
元
禄
本
・

天
理
図
書
館
蔵
岡
本
濫
校
合
本
、
及
び
高
松
宮
家
御
所
蔵
本
な
ど
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
諸
写
本
は
現
存
の
堤
中
納
言
物
語
諸
本
中
で
は
、
一

般
に
古
体
に
属
す
る
も
の
ば
か
り
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
価
値
を

持
つ
右
の
諸
写
本
相
互
の
本
文
内
容
・
成
立
の
事
情
・
奥
書
そ
の
他
本
の

由
来
な
ど
か
ら
比
較
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
の
い
づ
れ
の
本
が
鼠
も
優
位
で

あ
る
か
を
判
断
す
る
時
、
そ
れ
は
契
沖
校
本
で
あ
り
、
ま
た
後
段
で
も
論

述
す
る
如
く
、
本
物
語
十
綿
の
配
列
順
序
の
原
型
も
亦
契
沖
校
本
に
伝
へ

る
目
次
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
門
第
一
類
の
契
沖
校
本
の
最
も
優

位
な
理
由
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
同
語
国
文
昭
和
二
十
九
年
四
月
号
所
載

拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
契
沖
校
本
の
確
立
と
そ
の
研
究
」
や
典

籍
自
第
十
七
号
至
第
二
十
一
号
所
載
拙
稿
「
十
冊
本
堤
中
納
言
物
語
と
そ
。

の
研
究
」
並
び
に
本
書
第
二
細
第
二
章
第
一
節
第
一
門
系
統
本
な
ど
に
詳

述
し
て
ゐ
る
の
で
、
本
而
で
は
そ
の
重
複
を
割
け
て
再
び
論
述
せ
ぬ
こ
と

に
す
る
。
た
且
本
文
上
契
沖
校
本
の
文
章
の
み
に
あ
っ
て
、
仙
本
に
は
見

え
ぬ
価
値
あ
る
個
所
の
み
を
列
記
し
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
諸
本
は
如
何

に
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
か
の
一
端
を
明
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
Ｔ
Ｉ

㈹
み
な
を
が
う
ら
に
か
る
な
る
み
っ
ぶ
き
む
し
ろ
に
ま
れ
云
奄
（
よ
し
な
し
ご

と
）（

考
異
）
（
１
）
み
つ
ぶ
き
む
し
ろ
ｌ
み
つ
ち
さ
李
花
亭
本
、
み
つ
ふ
さ
む
し
ろ

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
綿
次
の
研
究

’
〃

伝
う
れ
し
く
て
か
う
ぞ
ば
か
り
き
こ
え
ね
よ
と
て
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
お
か
し
き
こ

一
七

（
１
）
１
１
１

㈱
た
Ｎ
こ
の
い
た
る
と
の
も
と
に
し
と
む
き
て
、
ね
ん
じ
あ
へ
る
か
ほ
お
か
し
け

れ
ど
云
だ
。
（
貝
あ
は
せ
）

（
考
異
）
（
１
）
し
と
む
き
て
’
し
も
む
き
て
諸
本
。

的
と
く
か
へ
り
て
こ
れ
を
か
た
せ
ば
や
と
お
も
へ
ど
、
ひ
る
は
い
づ
ゞ
へ
き
か
た
も

な
け
れ
ど
云
凌
。
（
貝
あ
は
せ
）

（
考
異
）
（
１
）
こ
れ
を
ｌ
い
か
で
こ
れ
を
諸
本
。

）

（
１
）
Ｉ
（
２
）
‐
１
１
１
１

㈲
お
や
さ
た
に
あ
ら
せ
給
へ
と
を
も
た
ち
て
い
へ
ぱ
、
お
と
こ
あ
は
れ
た
れ
も
い

づ
ち
や
ら
ま
し
云
令
（
は
い
ず
み
）

（
考
異
）
（
１
）
を
も
た
ち
て
ｌ
を
し
た
ち
て
諸
本
。

（
２
）
た
れ
も
ｌ
か
れ
も
諸
木
。

㈲
つ
ね
に
あ
そ
び
が
た
き
に
て
は
あ
れ
ど
、
な
ご
り
な
く
こ
そ
き
上
や
う
ば
つ
れ

（
ワ
“
）
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ

に
う
と
む
れ
云
奄
（
は
な
だ
の
女
御
）

（
考
異
）
（
１
）
う
と
む
れ
ｌ
う
ら
む
れ
ば
榊
原
本
（
十
冊
）
・
九
条
家
本
・
旧

広
島
師
範
本
・
嘉
永
本
・
前
田
家
天
和
木
・
書
陵
部
本
（
十
冊
）
・
天
理
図
書

館
蔵
岡
本
謄
本
・
岩
瀬
文
庫
本
・
川
田
常
典
本
・
富
士
谷
御
杖
本
・
島
原
本
、

う
ら
む
れ
諸
本
。

（
１
）
Ｉ

同
い
た
ら
ぬ
さ
と
人
な
ど
は
、
い
と
も
て
は
な
れ
て
い
ふ
人
を
ぱ
い
と
を
か
し
く

い
ひ
か
た
ら
ひ
云
々
。
（
は
な
だ
の
女
御
）

（
考
異
）
（
１
）
さ
と
人
ｌ
さ
と
へ
諸
本

諸
本
。

（
丁
上
）
Ⅲ

的

■



は
こ
を
と
ら
せ
て
云
々
。
（
貝
あ
は
せ
）

（
考
異
）
（
１
）
き
こ
え
ね
よ
Ｉ
き
こ
え
ぬ
よ
諸
本
。

右
に
あ
げ
た
例
文
の
傍
線
譜
句
は
、
他
の
諸
本
に
見
ら
れ
ぬ
特
徴
を
示
し

て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
本
文
に
拠
っ
て
、
従
来
の
註
釈
の
誤

謬
を
正
し
、
も
し
く
は
難
解
の
部
分
を
解
釈
し
得
る
も
の
が
甚
だ
多
い
と

思
ふ
の
で
あ
る
。

一
一

い
ま
行
文
の
必
要
上
、
前
掲
の
図
表
よ
り
契
沖
校
本
の
配
列
順
序
を
左

の
要
領
で
記
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

、
と
こ
の
つ
い
で

６
ぽ
な
ざ
く
ら
を
る
少
将

何
垂
比
麺
乳
誼
睡
君

的
露
礎
釘
誠
の
け
さ
ぅ

目
癒
雌
雄
唖
唾
御

１
－
あ
ふ
さ
か
こ
え
ぬ
椛
中
納
言

６
語
も
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将

案
ず
る
に
、
こ
れ
ら
十
篇
の
配
列
の
趣
向
は
、
相
対
す
る
二
篇
を
そ
れ

ぞ
れ
対
偶
的
な
関
係
に
配
置
し
た
も
の
だ
と
考
へ
る
の
で
、
右
の
二
篇
一
．

対
を
表
す
㈹
伺
い
目
㈹
の
順
位
に
従
っ
て
以
下
そ
れ
ら
の
事
情
を
具
体
的

に
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

㈹
の
「
こ
の
つ
い
で
」
の
物
語
の
筋
は
、
第
一
話
の
恋
愛
・
第
二
活
の

厭
世
・
第
三
話
の
出
家
と
い
ふ
三
見
聞
談
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か

｜

一
八

も
全
休
の
内
容
は
和
歌
的
情
緒
で
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物

語
に
対
し
、
「
は
な
ざ
く
ら
を
る
少
将
」
で
は
、
物
語
主
人
公
の
少
将
が

築
地
の
崩
れ
果
て
た
家
に
美
し
い
故
源
中
納
言
の
姫
君
を
見
初
め
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
姫
君
は
近
く
宮
中
に
差
し
上
げ
ら
れ
る
や
う
に

な
っ
た
の
で
、
少
将
は
そ
れ
以
前
に
紗
の
女
を
手
に
入
れ
た
い
と
考
へ
、

あ
る
夜
女
の
家
に
い
た
り
、
母
屋
の
暗
が
り
に
休
む
女
を
抱
き
上
げ
、
巾

に
乗
せ
て
帰
っ
て
見
る
と
、
何
ん
と
そ
れ
は
似
も
つ
か
な
い
姫
君
の
祖
母

の
尼
君
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
全
般
的
に
こ
の
物
語
は
何
処
ま
で

も
優
美
的
な
雰
囲
気
の
中
に
筆
を
運
ん
で
ゐ
る
の
だ
が
、
物
語
の
末
尾
に

意
外
な
滑
稽
さ
を
波
じ
さ
せ
、
し
か
も
そ
の
笑
話
が
こ
の
物
綱
の
頂
点
と

い
ふ
仕
組
み
と
な
っ
て
ゐ
る
。

「
こ
の
つ
い
で
」
と
「
は
な
ざ
く
を
る
少
将
」
と
は
、
共
に
貴
族
的
情

趣
的
な
色
彩
を
持
ち
な
が
ら
も
、
前
者
の
主
体
は
三
話
を
貫
く
余
情
の
物

語
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
物
語
の
末
尾
に
配
す
る
機
智
と
な
っ
て
、
前

者
と
対
偶
的
な
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
物
語
の
背
景
と
な
る
時
候

も
一
方
は
梅
の
季
節
で
あ
れ
ば
他
方
は
桜
の
季
節
と
い
ふ
相
対
す
る
趣
向

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
元
来
「
こ
の
つ
い
で
」
と
「
は
な
ざ
く
ら
折

る
少
将
」
と
の
二
話
一
類
に
お
い
て
、
前
者
は
梅
、
後
者
は
桜
と
い
ふ
や

う
に
、
両
者
と
も
春
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
こ
の
つ
い
で
」
は
年
の

始
め
の
紅
梅
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
事
情
か
ら
十
篇
の
最
初
に
「

こ
の
つ
い
で
」
を
配
し
、
そ
の
上
、
堤
中
納
言
物
語
の
締
者
が
「
こ
の
つ

い
で
」
を
巻
頭
に
配
置
し
た
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
仏
は
は
や
く
雑
誌

説
林
昭
和
二
十
六
年
自
十
一
月
至
十
二
月
号
拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
考
」

：

’



の
上
下
で
説
く
通
り
、
物
語
の
編
者
は
「
こ
の
つ
い
で
」
を
大
和
物
語
第

百
三
十
四
段
に
伝
へ
。
る
堤
中
納
言
兼
軸
と
三
条
右
大
帷
定
方
の
女
と
の
梢

話
と
同
一
視
し
、
し
か
も
編
者
は
、
堤
中
納
言
物
語
全
篇
を
い
づ
れ
‐
も
兼

椰
自
作
に
よ
る
も
の
と
考
へ
た
ら
し
い
が
、
十
篇
巾
「
こ
の
つ
い
で
」
を

他
の
九
篇
の
い
づ
れ
の
説
話
よ
り
も
最
も
気
に
入
っ
た
た
め
に
以
上
の
如

き
配
列
に
な
っ
た
も
の
て
あ
ら
う
。

㈲
「
よ
し
な
し
ご
と
」
物
語
の
柧
概
を
述
べ
る
と
、
あ
る
仙
侶
が
旅
先

で
の
用
具
を
贈
っ
て
貰
ふ
た
め
に
自
分
の
弟
子
の
女
に
色
々
と
要
求
す
る

と
い
ふ
書
簡
体
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
研
の
主
人
公
は
法
衣
の

僧
で
あ
り
な
が
ら
、
高
位
高
官
の
身
分
に
匹
敵
す
る
衣
食
住
な
ど
を
相
手

に
求
め
て
、
俗
世
の
物
欲
に
捉
は
れ
る
と
い
ふ
の
に
対
し
、
「
む
し
め
づ

る
姫
君
」
で
は
、
物
諮
の
主
人
公
で
あ
る
伽
君
は
「
人
盈
の
は
な
て
ふ
や

う
め
づ
る
こ
そ
は
か
な
く
あ
や
し
け
れ
、
人
は
ま
こ
と
あ
り
ぼ
ん
ぢ
た
づ

ね
た
る
こ
そ
心
ば
へ
を
か
し
け
れ
」
と
言
っ
て
俗
物
を
排
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
、
か
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
僧
は
法
螺
の
や
う
な
多
方
面

の
品
々
を
要
求
す
れ
ば
、
こ
の
「
む
し
め
づ
る
姫
君
」
の
主
人
公
は
逆
に

異
常
的
な
も
の
の
根
源
を
窮
め
よ
う
と
す
る
対
照
が
見
ら
れ
る
。

例
「
ほ
ど
ｊ
、
の
け
さ
う
」
物
語
の
筋
書
は
、
ほ
ど
ｊ
、
の
身
分
に
応

じ
た
三
階
級
の
恋
愛
様
州
を
描
き
な
が
ら
、
葵
祭
を
背
景
に
作
者
の
感
快

を
添
へ
た
作
品
で
あ
る
。
っ
麦
り
頭
の
中
将
．
若
い
男
・
小
舎
人
童
と
い

ふ
主
従
関
係
に
あ
る
三
階
級
の
男
性
た
ち
が
、
八
条
殿
の
姫
君
・
女
房
・

女
童
と
い
ふ
三
階
級
の
女
性
た
ち
に
、
そ
れ
ト
ー
身
分
相
応
に
懸
想
し
合

ふ
の
で
あ
る
。
一
方
「
は
い
ず
み
」
で
は
、
‐
下
京
に
住
む
あ
る
男
が
、
長

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
編
次
の
研
究

P

年
同
棲
の
女
を
振
り
捨
て
＆
、
例
の
忍
び
通
っ
て
ゐ
る
名
門
の
娘
を
引
き

取
る
や
う
に
な
っ
た
。
あ
る
日
の
雌
頃
、
男
は
突
然
新
し
い
女
を
訪
ね
て

行
く
と
、
う
ち
寛
い
で
ゐ
た
女
は
慌
て
て
化
粧
し
出
し
、
お
し
ろ
い
と
灰

膿
と
を
取
り
述
へ
て
顔
に
瀧
り
っ
け
る
。
男
は
こ
の
有
様
に
あ
き
れ
て
し

ま
ひ
、
た
う
ｊ
く
～
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
筋
書
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の

物
語
の
前
半
は
「
ほ
ど
ｊ
、
の
け
さ
う
」
と
同
じ
情
趣
的
に
書
き
出
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
後
半
は
以
外
な
滑
稽
を
演
ず
る
物
語
の
膜
点
と
な
っ
て
ゐ
る
。

物
語
の
中
心
が
優
美
な
「
ほ
ど
Ｊ
く
、
の
け
さ
う
」
と
滑
稽
な
「
は
い
ず
み
」

と
の
対
照
は
、
丁
度
、
「
こ
の
つ
い
で
」
と
「
は
な
ざ
く
ら
を
る
少
将
」
と

の
対
比
と
噸
る
似
通
ふ
も
の
て
あ
る
。

㈲
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
物
語
梗
概
は
、
身
分
の
あ
る
好
色
男
が
、
自

分
の
恋
仲
で
あ
っ
た
女
が
里
に
州
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
、
本
当
か
一
度

訪
ね
て
見
や
う
と
思
ひ
、
女
の
部
屋
近
い
植
込
み
の
陰
に
隠
れ
て
中
を
覗

く
と
、
部
屋
の
中
で
は
寛
い
だ
女
房
た
ち
が
脚
分
た
ち
の
主
人
の
容
貌
や

身
分
に
つ
い
で
、
色
々
の
草
花
に
轡
へ
て
詔
り
合
っ
て
ゐ
る
。
男
は
一
首

の
歌
を
う
そ
ぶ
く
と
、
女
房
の
中
に
は
、
こ
の
好
き
者
の
男
の
仕
業
に
感

づ
い
て
か
、
く
す
，
ｊ
、
と
笑
っ
て
ゐ
る
女
も
あ
る
や
う
だ
と
い
ふ
や
う
に

な
っ
て
ゐ
る
。

一
方
「
貝
あ
は
せ
」
の
筋
書
き
は
、
有
明
け
の
月
に
誘
ば
れ
た
蔵
人
の

少
将
は
築
地
を
め
ぐ
ら
す
一
軒
の
家
か
ら
琴
の
音
が
洩
れ
聞
え
る
の
に
心

が
引
か
れ
、
群
薄
の
繁
み
の
中
に
隠
れ
て
、
そ
の
邸
の
中
を
覗
い
て
見
た
。

家
の
中
で
は
女
童
た
ち
が
貝
あ
は
せ
の
準
備
に
一
生
懸
命
で
あ
る
の
で
、

そ
の
仕
度
に
走
り
廻
っ
て
ゐ
る
一
人
の
少
女
に
頼
み
、
姫
君
の
部
屋
の
傍

一
九

I

ツ

で



！

に
隠
れ
場
を
作
っ
て
も
ら
ひ
、
そ
の
中
に
少
将
は
隠
れ
て
姫
君
た
ち
の
打

ち
寛
い
で
ゐ
ら
つ
し
や
る
あ
た
り
を
覗
く
の
で
あ
っ
た
。
先
刻
の
少
女
が

三
四
人
の
少
女
を
巡
れ
て
来
て
少
将
の
戸
の
際
で
、
「
こ
ん
ど
の
只
あ
は

せ
に
は
是
非
勝
た
せ
て
下
さ
い
。
」
と
祈
り
合
ふ
の
で
、
少
将
は
微
か
な

声
で
歌
を
口
ず
さ
む
と
、
こ
の
女
童
た
ち
は
「
き
っ
と
観
音
様
の
声
よ
」

な
ど
と
言
っ
て
、
姫
君
の
方
へ
走
っ
て
行
っ
て
し
ま
ふ
。
翌
日
少
将
は
美

し
い
洲
浜
を
例
の
少
女
に
頼
ん
で
高
欄
の
所
に
置
か
せ
、
自
分
は
昨
日
の

隠
れ
場
所
に
入
っ
て
隙
間
か
ら
中
を
見
て
ゐ
る
と
、
少
女
た
ち
は
そ
の
洲

浜
を
見
て
「
仏
様
の
お
援
け
だ
」
と
言
っ
て
喜
び
騒
ぐ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
「
は
な
だ
の
女
御
」
で
は
、
好
色
男
が
杣
込
み
か
ら
部
屋

の
中
を
覗
く
と
、
・
女
房
た
ち
は
自
分
の
主
人
を
そ
れ
ぞ
れ
草
花
に
風
評
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
男
は
そ
の
女
房
の
中
で
も
女
郎
花
の
御
方
を
一
段
と

心
に
か
け
る
と
い
ふ
の
に
対
し
、
「
か
ひ
あ
は
せ
」
で
は
、
少
将
は
群
薄

の
中
か
ら
貝
あ
は
せ
の
準
備
に
少
女
た
ち
が
走
り
廻
っ
て
ゐ
る
様
を
覗
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
日
少
将
が
こ
っ
そ
り
川
け
た
洲
浜
を
そ
れ
と
も
知

ら
画
少
女
た
ち
は
、
そ
の
洲
浜
を
見
つ
け
て
仏
の
仕
業
と
ば
か
り
喜
ぶ
。

隠
れ
場
所
か
ら
眺
め
た
少
将
は
そ
の
美
し
い
様
に
涙
ぐ
む
と
い
ふ
構
想
で

あ
る
。
こ
の
や
う
に
両
物
語
の
椛
成
に
は
相
似
た
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
は
な
だ
の
女
御
」
で
は
、
男
は
女
房
た
ち
の
容
貌
へ
恋
の
思
ひ
を
か
け

て
覗
く
の
に
対
し
、
「
か
ひ
あ
は
せ
」
で
は
、
少
将
が
少
女
た
ち
の
童
心

に
み
と
れ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
川
作
品
に
は
趣
向
上
の
対
照
的
な
関
係
を

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

㈹
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
の
概
略
を
記
せ
ば
、
学
識
容
貌
の
す
ぐ

、

P

二
○

れ
た
中
納
言
が
六
月
十
日
の
月
の
夜
、
姫
君
の
邸
を
訪
ね
、
こ
の
二
人
の

仲
を
取
り
持
つ
宰
相
の
君
に
案
内
さ
れ
て
、
姫
君
の
寝
室
に
忍
び
入
っ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
姫
湫
は
ど
う
し
て
も
身
を
許
さ
な
い
。
し
か
も
中

納
言
は
荒
立
つ
振
舞
も
せ
ず
、
姫
君
へ
一
首
の
歌
を
残
し
て
寂
し
く
去
っ

て
行
く
。
一
方
「
思
は
沮
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
で
は
、
故
大
納
言
の

姉
妹
二
人
、
今
は
淋
し
く
悪
し
て
ゐ
た
が
、
こ
の
姉
君
へ
は
右
大
将
の
息

子
の
少
将
が
通
ひ
、
妹
君
に
は
右
大
臣
の
息
子
の
椎
少
将
が
思
ひ
を
か
け

て
ゐ
た
。
あ
る
岬
、
椎
少
将
は
中
の
君
へ
迎
へ
の
車
を
造
は
し
た
と
こ
ろ
、

意
外
に
も
姉
伽
を
乗
せ
て
返
っ
て
来
た
。
だ
が
口
巧
み
な
権
少
将
は
遂
に

自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
で
今
一
人
の
少
将
も
、
ま
た
相

手
の
姫
君
に
迎
へ
の
車
を
向
け
た
が
、
帰
っ
て
来
た
車
に
は
中
の
君
が
乗

っ
て
ゐ
る
。
少
将
は
意
外
な
こ
の
相
手
へ
「
前
世
か
ら
の
契
り
で
せ
う
・
」

な
ど
と
手
馴
れ
に
云
っ
て
、
こ
の
姫
君
を
説
き
伏
せ
一
夜
を
明
か
し
て
し

ま
っ
た
と
い
ふ
物
語
に
な
っ
て
ゐ
る
。
い
ま
「
あ
ふ
さ
か
こ
え
ぬ
権
中
納

言
」
と
「
思
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
と
の
物
紙
の
内
容
を
比
較
検
付

す
る
時
、
両
作
品
と
も
男
女
の
懸
想
を
取
り
扱
っ
た
物
語
で
あ
る
が
、
「
あ

ふ
さ
か
こ
え
ぬ
権
中
納
言
」
で
は
悲
恋
の
中
に
も
中
納
言
が
姫
君
の
気
持

を
労
っ
て
あ
げ
る
と
い
ふ
、
情
緒
的
な
雰
囲
気
が
物
語
全
体
を
獲
っ
て
ゐ

る
の
に
対
し
、
「
思
は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は
右
に
説
く
如
く
、
純

情
な
女
性
が
他
愛
も
な
く
貴
公
子
に
弄
ば
れ
る
と
い
ふ
事
件
の
も
た
ら
す

意
外
な
滑
稽
が
作
仙
の
山
と
な
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
「
あ
ふ
さ
か
こ
え
ぬ

権
中
納
言
」
は
宮
廷
的
な
作
風
で
あ
る
の
に
反
し
「
思
は
い
方
に
と
ま
り

す
る
少
将
」
は
卑
俗
的
で
全
く
そ
の
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

里
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一
一
一

以
上
の
如
く
吟
味
す
れ
ば
、
堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
十
傭
の
趣
向
を

ぱ
、
大
き
く
優
美
と
滑
稽
と
の
作
品
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
。

つ
ま
り
㈹
「
こ
の
つ
い
で
」
・
㈲
「
む
し
め
づ
る
姫
君
」
・
側
「
ほ
ど

ノ
ー
の
け
さ
う
」
・
㈲
「
か
ひ
あ
は
せ
」
・
㈱
「
あ
ふ
さ
か
越
え
ぬ
権
中

納
言
」
の
五
篇
は
和
歌
的
宮
廷
的
な
余
情
の
感
情
が
流
露
し
て
ゐ
る
の
に

ノ

ノ

ノ

対
し
、
㈹
「
は
な
ざ
く
ら
を
る
少
将
」
・
㈲
「
よ
し
な
し
ご
と
」
・
伽
「
は

〃

／

い
ず
み
」
・
㈲
「
は
な
だ
の
女
御
」
・
㈱
「
お
も
は
い
方
に
と
ま
り
す
る

少
将
」
の
五
篇
は
滑
稽
で
庶
民
的
感
情
が
流
螺
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
．
し

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

か
も
、
こ
の
い
と
い
、
㈲
と
㈲
、
け
と
伽
、
㈲
と
㈲
、
㈱
と
㈱
そ
れ
ぞ
れ

に
含
ま
れ
る
二
作
品
を
比
較
し
て
み
る
時
、
表
面
上
そ
れ
ら
相
対
す
る
両

物
語
の
構
成
は
互
に
似
通
ふ
素
因
の
上
に
、
一
方
は
情
趣
的
と
か
貴
族
的

な
内
容
で
あ
れ
ば
、
他
方
は
き
ま
っ
て
機
智
的
と
か
卑
俗
的
な
内
容
の
作

品
と
を
組
み
合
は
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
配
置
に
よ
る
物
語

の
対
偶
関
係
は
、
恰
も
連
歌
の
形
式
に
倣
っ
た
構
作
の
如
く
思
は
れ
る
。

〃

例
へ
ぱ
い
の
「
こ
の
つ
い
で
」
と
い
の
「
は
な
ざ
く
ら
を
る
少
将
」
と
は
上

〃

述
の
如
く
情
緒
と
機
智
、
何
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
と
何
の
「
む
し
め
づ

る
姫
君
」
と
は
俗
物
を
求
め
る
僧
侶
と
物
の
本
地
を
求
め
る
姫
君
、
例
の

「
ほ
ど
ｊ
、
の
け
さ
う
」
と
㈲
の
「
は
い
ず
み
」
は
情
緒
と
滑
稽
、
㈲
の

「
は
な
だ
の
女
御
」
と
㈲
の
「
か
ひ
あ
は
せ
」
と
は
、
物
か
げ
か
ら
女
房
た
ち

を
好
色
の
目
で
覗
く
男
と
物
か
げ
か
ら
少
女
た
ち
の
童
心
に
み
と
れ
る
少

〃

将
、
㈹
の
「
あ
ふ
さ
か
こ
え
ぬ
権
中
納
言
」
と
㈹
の
「
思
は
い
方
に
と
ま

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
編
次
の
研
究

り
す
る
少
将
」
と
は
優
美
に
対
す
る
機
智
と
い
ふ
や
う
に
、
以
上
の
相
対

す
る
二
作
品
は
全
く
趣
き
が
相
反
す
る
組
み
合
せ
な
の
で
あ
る
。

最
近
国
東
文
暦
氏
は
そ
の
著
「
今
昔
物
語
集
成
立
考
」
の
冒
頭
で
「
本

集
の
中
で
、
相
並
ん
で
存
在
す
る
二
説
話
の
問
に
は
、
そ
の
他
の
説
話
に

比
し
て
一
段
と
濃
い
類
似
的
近
縁
的
性
格
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

こ
の
二
話
の
お
の
お
の
の
説
話
中
の
事
件
と
か
、
人
物
・
事
件
・
場
所
な
ど

が
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
二
説
話
は

こ
れ
ら
を
連
想
契
機
と
し
て
、
一
括
し
て
置
か
れ
た
も
の
と
い
い
う
る
。
」

と
述
べ
て
ゐ
る
。
氏
は
今
昔
物
語
の
説
話
の
配
列
は
二
話
一
類
様
式
に
よ

る
も
の
と
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
伊
勢
物
語
の
現
存
諸
写
本
中
、

朱
雀
院
塗
龍
本
は
第
一
次
伊
勢
物
語
の
原
型
と
見
倣
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

の
本
は
「
初
冠
」
の
段
が
最
初
に
あ
り
、
「
つ
ひ
に
行
く
」
が
最
後
に
配

さ
れ
て
、
全
段
一
一
五
段
か
ら
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
の

章
段
の
配
列
も
二
話
一
類
様
式
を
踏
ん
で
ゐ
る
如
く
考
へ
ら
れ
る
が
、
も

し
さ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
対
の
様
式
を
有
す
る
堤
中
納
言
物
語
の
配
列

以
前
に
も
、
こ
れ
と
近
似
す
る
配
列
の
様
式
が
、
既
に
考
案
さ
れ
て
ゐ
た

こ
と
に
な
る
。
伊
勢
物
語
や
今
昔
物
語
に
お
け
る
説
話
配
列
の
由
来
は
と

も
か
く
と
し
て
、
堤
中
納
言
物
語
の
対
の
脚
係
の
配
列
は
、
こ
の
物
語
の

編
者
が
、
連
歌
の
二
句
一
聯
の
唱
和
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
の
考
案
で
は
な
か

ら
う
か
。

元
来
有
心
無
心
両
派
の
グ
ル
ー
プ
が
同
席
で
句
を
付
け
合
っ
た
記
録
と

し
て
は
、
明
月
記
建
暦
二
年
十
二
月
十
日
の
条
に
「
其
事
了
又
出
二
御
高

陽
殿
《
各
応
二
参
入
孔
心
宗
之
輩
在
し
束
、
有
心
宗
在
し
西
云
さ
と
伝
へ

？
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ソ

る
し
、
ま
た
同
年
十
二
月
十
八
日
の
条
に
も
一
‐
今
夜
可
有
有
心
無
心
連
歌
、

可
参
之
云
を
」
と
も
見
え
る
。
八
雲
御
抄
連
歌
の
部
に
．
、
ま
さ
な
き

こ
と
葉
よ
く
１
１
心
得
て
つ
く
べ
し
．
栗
下
と
云
も
の
ま
じ
り
た
る
に
は

一
定
あ
り
ぬ
ゞ
へ
き
事
也
・
」
と
も
あ
っ
て
、
無
心
宗
の
詠
ん
だ
句
に
有
心

衆
が
つ
け
た
例
を
あ
げ
て
あ
る
。
次
に
筑
波
問
答
の
中
に
も
、

後
鳥
羽
院
建
保
の
比
よ
り
、
白
黒
又
色
女
の
賦
物
の
独
連
歌
を
、
定
家
・
家
隆
卿

な
ど
に
召
さ
れ
侍
り
し
よ
り
云
奄
よ
き
連
歌
を
ば
柿
本
の
衆
と
名
づ
け
ら
れ
、

わ
ろ
き
を
ぱ
栗
の
本
の
衆
と
て
、
別
座
に
着
き
て
ぞ
し
侍
り
し
、
有
心
無
心
と
し

て
、
う
る
は
し
き
連
歌
と
狂
句
と
を
ま
ぜ
Ｉ
、
に
せ
ら
れ
し
事
も
常
に
侍
り
云
奄

と
見
え
る
。
こ
の
本
文
中
の
「
有
心
無
心
と
て
云
を
」
に
つ
い
て
、
岩
波

書
店
発
行
日
本
古
典
文
学
大
系
六
十
六
、
木
藤
才
蔵
・
井
本
農
一
校
註

「
連
歌
集
・
俳
論
集
」
で
は
次
の
如
く
注
記
し
て
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
和
歌
的
情
趣
を
た
た
え
た
優
美
な
連
歌
を
有
心
連
歌
と
云
い
、
歌
人
で

な
い
人
々
の
催
す
滑
稽
な
連
歌
を
無
心
連
歌
と
云
っ
た
。
有
心
連
歌
の
好

士
と
無
心
連
歌
の
好
士
が
同
席
し
て
、
有
心
と
無
心
の
句
を
交
互
に
続
け

て
い
く
の
を
有
心
無
心
連
歌
と
称
し
た
」
と
あ
る
。
上
例
の
諸
文
献
に
よ

れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
二
条
良
基
（
二
三
○
’
一
三
八
八
）
頃
に
は
和
歌

的
風
尚
を
尊
ぶ
堂
上
連
歌
と
機
智
的
な
地
下
連
歌
に
よ
る
二
句
一
聯
の
連

歌
が
唱
和
さ
れ
た
こ
と
は
明
確
な
事
実
と
な
っ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
、
堤
中
納
言
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
私
は
、
雑
誌
文
学
語
学

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
号
所
載
拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
『
よ
し
な
し
ご
と
」

の
研
究
ｌ
典
拠
並
び
に
成
立
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
小
論
の
中
で
発
表
し

た
こ
と
が
あ
る
。
行
文
の
都
合
上
、
そ
の
当
該
文
の
一
節
を
掲
載
す
れ
ば
、

’

次
の
通
り
に
な
る
。

こ
の
や
う
な
諸
考
証
に
拠
っ
て
推
定
し
て
み
る
と
「
よ
し
な
し
ご
と
」
を
含
む
十

篇
の
短
篇
物
語
を
収
め
た
所
謂
堤
中
納
言
物
語
は
、
少
く
と
も
元
弘
二
年
（
一
三

三
一
）
か
ら
元
中
二
年
（
一
三
八
五
）
ま
で
の
間
に
、
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
集
録

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
事
情
か
ら
考
察
す
れ
ば
堤
中
納
言
物
語
の
成
立
年
次
は
、
元
応
二

年
（
一
三
二
○
）
に
生
れ
て
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
に
蔓
じ
た
．
二
条
良
基

の
年
代
と
略
壁
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
前
項
の
推
論
、
つ
ま
り

堤
中
納
言
物
語
十
鯖
の
配
列
の
趣
向
を
、
当
時
催
さ
れ
て
ゐ
た
有
心
無
心

付
合
は
せ
の
唱
和
迎
歌
の
趣
致
を
模
し
て
、
こ
の
や
う
に
配
列
し
た
も
の

で
あ
ら
う
と
考
へ
る
時
、
本
物
語
成
立
当
時
に
は
、
そ
の
や
う
な
連
歌
の

付
合
ひ
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
年
代
的
に
は
両
者
の
間
に
は
何
等
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
。
こ
の
短
篇
物
語
の
目
次
に
つ
い
て
は
、
上

述
の
通
り
契
沖
校
本
の
そ
れ
が
原
型
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
芳

証
の
一
つ
と
し
て
次
の
や
う
な
こ
と
が
云
へ
る
と
思
ふ
。

現
存
諸
本
に
お
け
る
十
篇
の
配
列
順
序
を
ば
総
て
二
話
一
対
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
看
倣
し
、
こ
れ
ら
の
組
合
せ
中
、
い
づ
れ
の
本
が
最
も
そ
の

共
通
な
二
話
一
類
の
も
の
を
有
す
る
か
を
吟
味
す
る
に
、
そ
れ
は
契
沖
校

本
で
あ
る
。
つ
ま
り
契
沖
校
本
の
「
花
ざ
く
ら
を
る
少
将
」
と
「
こ
の
つ

い
で
」
の
対
の
形
は
、
他
に
池
田
地
鑑
博
士
蔵
榊
原
忠
次
旧
蔵
本
、
流
布

本
系
統
の
諸
本
に
‐
も
見
え
る
し
、
票
た
契
沖
校
本
の
「
ほ
ど
ノ
、
の
け
さ

う
」
と
「
は
い
ず
み
」
の
対
は
、
天
理
図
耆
館
蔵
岡
本
龍
校
合
本
の
そ
れ

と
も
同
一
な
形
と
な
っ
て
ゐ
る
．
更
に
契
沖
校
本
の
二
話
一
類
の
形
式
を

ｴb
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と
も
述
懐
し
て
ゐ
る
如
く
、
彼
は
連
歌
の
特
性
の
中
心
を
逸
興
に
あ
る
と

し
て
ゐ
る
。
堤
中
納
言
物
語
十
篇
中
、
優
雅
・
情
趣
、
式
は
優
美
な
中
に

一
面
滑
稽
や
機
智
を
弄
す
る
物
語
に
は
、
上
述
す
る
通
り
「
こ
の
つ
い
で
」
・

堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
編
吹
の
研
究

検
討
す
る
に
、
二
話
の
中
貴
族
的
な
も
の
で
季
節
的
に
早
い
方
を
初
め
に

配
し
、
地
下
的
な
も
の
で
季
節
的
に
遅
い
方
を
後
に
並
べ
て
一
対
と
し
た

か
の
如
く
窺
は
れ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
上
に
説
く
榊
原
忠
治
旧

蔵
本
や
流
布
本
の
「
は
な
ざ
く
ら
を
る
少
将
‐
｜
と
「
こ
の
つ
い
で
」
、
ま

た
天
理
図
書
館
蔵
岡
本
蹟
校
合
本
の
「
は
い
ず
み
」
と
「
ほ
ど
ノ
ー
の
け

さ
う
」
な
ど
の
並
べ
方
は
、
契
沖
校
本
の
順
序
を
交
替
の
形
に
し
た
も
の

と
同
じ
体
裁
に
な
っ
て
ゐ
る
。
案
ず
る
に
契
沖
校
本
以
外
の
十
篇
配
列
の

異
な
る
種
類
の
も
の
は
、
堤
中
納
言
物
研
の
成
立
以
後
に
原
型
の
趣
向
を

模
し
な
が
ら
も
、
配
列
に
新
味
を
凝
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
対
の
関
係

に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
な
か
ら
う
か
。
か
う
考
へ
る
時
、
堤
中
納
言
の
細

者
は
、
時
代
的
に
推
定
し
て
中
世
の
元
弘
二
年
（
一
三
三
一
）
か
ら
元
中
二

年
（
一
三
八
五
）
の
間
で
、
国
文
学
に
造
詣
深
く
、
連
歌
を
愛
好
し
、
し

か
も
独
自
な
規
則
式
目
に
よ
る
排
他
的
な
連
歌
で
は
な
く
、
堂
上
連
歌
に

も
地
下
連
歌
に
も
理
解
を
有
す
る
人
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
．
こ
の
観
点

か
ら
推
定
す
る
時
、
二
条
良
基
（
一
三
二
○
’
一
三
八
八
）
は
最
‘
も
そ
れ
に

適
当
す
る
方
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
良
基
は
筑
波
問
答
の
中
で

連
歌
は
前
念
後
念
を
つ
が
ず
。
又
朧
衰
愛
群
、
境
を
な
ら
。
へ
て
移
り
も
て
行
く
さ

ま
、
浮
世
の
有
様
に
こ
と
な
ら
ず
。
昨
日
と
恩
へ
ば
今
日
に
過
ぎ
＄
春
と
恩
へ
ば

秋
に
な
り
、
花
と
思
へ
ば
紅
葉
に
移
ろ
ふ
さ
ま
な
ど
は
、
飛
花
落
葉
の
観
念
も
な

秋
に
な
り
、

か
ら
ん
や

】

｡

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
・
「
ほ
ど
ノ
ー
の
け
さ
う
」
・
「
貝
あ
は
せ
」
・
「
あ
ふ
さ

か
こ
え
ぬ
権
中
納
言
」
の
五
作
品
が
あ
る
。
ま
た
機
智
・
滑
稽
、
式
は
こ

れ
ら
機
智
の
中
に
情
趣
的
な
も
の
を
持
つ
も
の
に
は
「
は
な
ざ
く
ら
を
る

少
将
」
・
「
よ
し
な
し
ご
と
」
・
「
は
い
ず
み
」
・
「
は
な
だ
の
女
御
」
・
「
お
も

は
い
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
な
ど
の
五
薦
が
あ
る
。
「
堤
中
納
言
物
語
」

の
細
者
は
誰
で
あ
る
か
今
日
全
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
物
語
の
編
者

が
十
篇
を
こ
の
や
う
に
微
妙
な
二
情
調
形
に
分
け
た
上
で
、
上
述
す
る
如

く
趣
向
の
似
通
ふ
も
の
を
二
句
一
聯
の
形
に
並
べ
た
も
の
が
、
堤
中
納
言

物
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
或
は
良
基
は
速
欣
の
持
つ
逸
興
を
こ
の
物
語
の
配

列
に
も
生
か
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
と
も
老
へ
る
。
な
ぼ
、
以
上
の
十
篇

を
綿
し
、
そ
の
題
名
を
「
堤
中
納
言
」
と
命
名
し
た
人
は
、
な
ん
と
し
て

も
二
条
良
基
ら
し
い
と
い
ふ
纒
め
た
委
細
な
論
述
は
、
紙
数
の
関
係
上
本

論
で
は
割
愛
し
、
本
年
度
中
別
の
機
会
に
発
表
す
る
計
画
に
な
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

二

三
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