
【
論
文
概
要
】
古
今
和
歌
集
の
副
助
詞
ダ
ニ
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
を
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
統
一
的
に

記
述
す
る
。
即
ち
、
�
願
望
表
現
、
�
仮
定
条
件
句
、
�
否
定
述
語
、
�
肯
定
述
語
の
四
つ
の
用
法
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
こ
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
観

察
す
る
。
併
せ
て
、
そ
こ
か
ら
望
見
さ
れ
る
副
助
詞
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
も
些
か
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
古
今
集

副
助
詞

ダ
ニ

相
対
的
軽
少
性

群
数

程
度
量

は
じ
め
に

本
稿
は
、『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
副
助
詞
ダ
ニ
の
用
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
語
の

基
本
的
意
義
を
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
か
た

の
記
述
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ダ
ニ
の
基
本
的
性
質
を
「
小
」
の
側
で
捉
え
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た

し
、
こ
の
語
に
複
数
の
用
法
が
あ
る
こ
と
も
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

研
究
の
流
れ
を
受
け
て
な
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
措
定
さ
れ
た
基
本
義
と
の
関
連
に

お
い
て
諸
用
法
の
統
一
的
理
解
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
〈
相
対
的
軽
少

性
〉
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
想
定
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
要
因
に
較

べ
て
相
対
的
に
軽
少
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
基
本
的
意
義
を
立
て
る
こ
と

で
、
各
種
の
用
法
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
―
―
。
そ

う
し
た
考
え
方
か
ら
、
こ
れ
ま
で
蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子
・
大
鏡
な
ど
の
作
品
に
つ
い
て

こ
の
語
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
が
（
文
献
�
�
�
）、
本
稿
で
は
古
今
集
に
材
を
取

り
な
が
ら
同
様
の
考
察
を
試
み
た
い
。

古
今
集
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
夙
く
加
納
協
三
郎
氏
の
論
が
あ
る
（
文
献
�
）。
万
葉

集
で
ダ
ニ
の
現
わ
れ
る
述
語
は
意
志
・
命
令
・
願
望
・
疑
問
・
否
定
・
仮
定
等
々
が
殆

ど
で
あ
っ
て
ス
ラ
が
肯
定
平
叙
文
で
自
由
に
使
え
る
の
と
大
き
く
異
な
る
が
、
古
今
集

で
は
ス
ラ
が
後
退
し
て
ダ
ニ
が
そ
の
領
分
を
も
受
け
継
い
だ
と
い
う
の
が
そ
の
大
要
で

あ
る
。
よ
り
着
実
な
徴
証
か
ら
始
め
る
と
い
う
方
法
的
自
覚
の
も
と
、
述
語
の
種
類
の

面
か
ら
ダ
ニ
の
構
文
環
境
的
な
存
在
制
約
に
積
極
的
に
留
意
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

に
し
て
形
態
面
を
め
ぐ
る
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
進
ん
で
さ
ら
に
内
面
的

意
義
の
領
域
へ
と
分
け
入
る
こ
と
は
何
に
も
増
し
て
魅
力
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

意
味
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
そ
「
か
た
ち
」
も
ま
た
真
に
存
在
理
由
を
持
つ
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
文
献
	
で
も
古
今
集
の
ダ
ニ
が
爼
上
に
上
り
、
そ
の
意
味
的
な
面
に
も
関

心
が
払
わ
れ
て
い
る
が
、
統
一
的
理
解
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
な
お
考
察
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
ダ
ニ
の
用
法
を
次
の
よ
う
に
分

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ

―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―
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『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
五
一



け
た
上
で
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
が
（
注
�
）、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
の
二

面
を
兼
備
す
る
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
語
の
副
助
詞
性
（
注
�
）
を
、
古
今
集
で
の
用

例
の
限
り
に
確
認
す
る
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
願
望
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の

一
一
例

（
２
）
仮
定
条
件
句
の
中
に
用
い
ら
れ
る
も
の

一
例

（
３
）
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の

二
二
例

（
４
）
肯
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の

四
例

〔
計
三
八
例
〕

一

願
望
表
現
・
仮
定
条
件
句

願
望
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
十
一
例
見
え
る
。
一
般
に
願
望
表
現
で
ダ

ニ
が
用
い
ら
れ
る
と
、
願
望
の
内
容
が
、
想
定
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
段
階
に
比
し
て
相

対
的
に
小
さ
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
来
願
わ
し

い
こ
と
が
ら
か
ら
引
き
下
が
っ
た
か
た
ち
で
の
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
こ
と

に
な
る
。
所
謂
「
最
低
限
願
望
」（
文
献
�
、
三
七
頁
）
の
用
法
で
あ
る
。〈
相
対
的
軽

少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
最
終
的
な
文
意
味
を
形
成
す
る
の
に
与
る
わ

け
で
あ
る
。

願
望
表
現
の
形
の
面
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
こ

の
順
に
検
討
す
る
。

（
１
）
命
令

五
例

（
２
）
意
志

一
例

（
３
）
否
定
的
意
志

一
例

（
４
）
反
実
仮
想

一
例

（
５
）
当
為

一
例

（
６
）
省
略

二
例

〔
計

一
一
例
〕

第
一
に
、
命
令
文
で
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
次
の
五
例
で
あ
る
。

�
散
り
ぬ
と
も
香
を
だ
に
の
こ
せ
梅
の
花
こ
ひ
し
き
時
の
思
い
で
に
せ
ん

（
春
上
・
四
八
、
不
知
）

�
花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風

（
春
下
・
九
一
、
良
岑
宗
貞
）

�
花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
香
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
し
る
べ
く

（
冬
・
三
三
五
、
篁
）

�
空
蝉
は
殻
を
見
つ
ゝ
も
な
ぐ
さ
め
つ
深
草
の
山
煙
だ
に
た
て

（
哀
傷
・
八
三
一
、
僧
都
勝
延
）

�
み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
た
も
と
よ
か
わ
き
だ
に
せ
よ

（
哀
傷
・
八
四
七
、
遍
昭
）

�
は
、
梅
の
花
は
た
と
え
散
る
と
し
て
も
せ
め
て
香
り
だ
け
で
も
残
し
て
ほ
し
い
こ

と
を
、
�
は
、
花
の
色
が
霞
に
隠
さ
れ
て
い
て
も
せ
め
て
香
り
だ
け
で
も
風
が
運
ん
で

き
て
ほ
し
い
こ
と
を
、
�
は
、
花
の
色
が
雪
に
紛
れ
て
見
え
な
く
て
も
せ
め
て
香
り
だ

け
で
も
匂
い
立
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
込
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
、
本

体
と
し
て
の
花
や
そ
の
色
を
願
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
せ
め
て
香
り
だ

け
で
も
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
相
対
的
に
低
い
段
階
へ
と
引
き
下
が
っ
た
形
で
の
願
望
を

表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
さ
ま

を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

事
情
は
�
�
で
も
同
じ
で
あ
る
。
�
は
、
藤
原
基
経
を
深
草
山
で
荼
毘
に
付
し
た
時

に
、
僧
都
勝
延
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
亡
骸
を
見
な
が
ら
で
も
慰
め
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
も
は
や
そ
れ
も
で
き
な
い
の
で
、
せ
め
て
煙
だ
け
で
も
立
ち
昇
っ
て

ほ
し
い
―
―
そ
ん
な
願
望
の
あ
り
よ
う
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
故
人
を
偲

ぶ
よ
す
が
と
し
て
所
縁
の
よ
り
少
な
い
要
素
に
、
せ
め
て
も
の
望
み
を
託
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

ま
た
�
は
、
仁
明
天
皇
の
諒
闇
が
明
け
た
と
き
の
僧
正
遍
昭
の
詠
で
あ
る
。
都
の
人

た
ち
は
喪
が
明
け
て
普
段
の
華
や
か
な
姿
に
な
っ
た
そ
う
だ
が
、
自
分
は
山
に
こ
も
る

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
五
二



出
家
の
身
で
僧
服
の
ま
ま
だ
か
ら
、
せ
め
て
そ
の
僧
服
の
涙
だ
け
で
も
乾
い
て
ほ
し
い

と
の
趣
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
悲
し
み
の
癒
え
た
し
る
し
と
し
て
よ
り
軽
微
で
し
か

な
い
要
素
に
寄
り
す
が
っ
て
の
願
望
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
末
尾
に「
む
」を
伴
っ
て
意
志
を
表
わ
す
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

次
の
一
例
が
あ
る
。

�
さ
ゝ
の
く
ま
ひ
の
く
ま
河
に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
飼
へ
か
げ
を
だ
に
み
む

（
神
遊
び
の
歌
・
一
〇
八
〇
）

�
は
「
ひ
る
め
の
う
た
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
（
十
二
・
三
〇
九
七
）

に
《
さ
檜
隈
檜
隈
川
に
馬
留
め
馬
に
水
か
へ
我
よ
そ
に
見
む
》
の
詠
が
見
え
る
（
引
用

は
新
大
系
に
よ
る
）。「
ひ
る
め
」
は
天
照
大
神
の
こ
と
で
あ
り
、
神
が
天
上
へ
帰
っ
て

行
く
の
を
慕
う
歌
と
さ
れ
る
。
歌
意
は
、
檜
隈
川
に
馬
を
と
め
て
し
ば
ら
く
水
を
や
っ

て
ほ
し
い
、
せ
め
て
そ
の
間
に
お
姿
を
な
り
と
も
拝
見
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
な
ろ
う
こ
と
な
ら
ず
っ
と
近
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
ほ
し
い
が
、
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
な

ら
せ
め
て
」
と
い
っ
た
気
息
が
感
じ
取
ら
れ
よ
う
。
ダ
ニ
が
「
影
」
の
軽
少
要
因
性
を

示
す
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
含
意
も
ま
た
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

第
三
に
、
末
尾
に
「
じ
」
を
伴
っ
て
否
定
的
意
志
を
表
わ
す
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の

と
し
て
、
次
の
一
例
が
あ
る
（「
じ
」
を
有
す
る
文
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
た
も
の
は
他

に
も
三
例
あ
る
が
、
そ
れ
は
否
定
述
語
の
項
で
取
り
上
げ
る
）。

�
身
は
捨
て
つ
心
を
だ
に
も
放
ら
さ
じ
つ
ひ
に
は
い
か
ゞ
な
る
と
知
る
べ
く

（
雑
体
・
一
〇
六
四
、
興
風
）

�
は
誹
諧
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
歌
意
は
、
こ
の
身
は
捨
て
果
て
た
が
、
ゆ

く
ゆ
く
自
分
が
ど
う
な
る
か
を
見
届
け
る
た
め
に
、
せ
め
て
心
を
だ
け
で
も
保
っ
て
お

こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
身
を
捨
て
る
必
要
が
な
け
れ
ば
い
ち
ば
ん
望
ま
し
い
わ
け

だ
が
、
そ
う
は
行
か
な
い
か
ら
と
い
う
点
に
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
と
し
て
の
あ
り
方

が
よ
く
見
て
取
れ
よ
う
。

第
四
に
、
反
実
仮
想
の
帰
結
句
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
一
例
見
え
る
。

�
人
し
れ
ず
絶
え
な
ま
し
か
ば
わ
び
つ
ゝ
も
無
き
名
ぞ
と
だ
に
言
は
ま
し
も
の
を

（
恋
五
・
八
一
〇
、
伊
勢
）

歌
意
は
、人
知
れ
ず
二
人
の
仲
が
絶
え
た
の
で
あ
れ
ば
、つ
ら
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

せ
め
て
根
も
葉
も
な
い
噂
で
す
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
も
の
を
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
実
際
に
は
人
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ん
な
言
い
繕
い
さ
え
で
き
な
い
と
い
っ

た
含
み
が
あ
る
。
ダ
ニ
自
身
は
「
二
人
の
仲
を
ず
っ
と
続
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ

に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
う
は
行
か
な
い
の
で
せ
め
て
」
と
い
っ
た
気
味
あ
い
を

も
た
ら
す
の
に
は
た
ら
く
が
、
反
実
仮
想
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
文
意

味
が
醸
成
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

第
五
に
、
次
の
例
で
は
述
部
に
「
べ
し
」
を
含
む
文
と
と
も
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て

い
る
（
注
�
）。

�
春
霞
な
に
隠
す
覧
さ
く
ら
花
ち
る
間
を
だ
に
も
み
る
べ
き
物
を

（
春
下
・
七
九
、
貫
之
）

詞
書
に
「
山
の
桜
を
見
て
、
よ
め
る
」
と
あ
る
。「
春
霞
は
ど
う
し
て
桜
の
花
を
隠

す
の
だ
ろ
う
、（
咲
い
て
い
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
）
散
る
間
を
だ
け
で
も
見
る

の
が
よ
い
の
に
」
と
の
歌
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
べ
し
」
に
は
「
そ
う
す
る
の
が
よ

い
」と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
が
こ
も
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
実
現
を
め
ぐ
る「
望

ま
し
さ
」
の
意
味
あ
い
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
意
味
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉

の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

第
六
に
、
実
現
を
願
う
意
味
を
担
う
部
分
が
形
と
し
て
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
、
次
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�
飽
か
で
こ
そ
思
は
む
仲
は
離
れ
な
め
そ
を
だ
に
後
の
忘
れ
が
た
み
に

（
恋
四
・
七
一
七
、
不
知
）

�
そ
れ
を
だ
に
思
事
と
て
わ
が
宿
を
見
き
と
な
言
ひ
そ
人
の
聞
か
く
に

（
恋
五
・
八
一
一
、
不
知
）

�
は
、「
お
互
い
に
想
い
あ
っ
て
い
る
仲
は
、
飽
き
の
来
な
い
う
ち
に
離
れ
る
の
が

よ
い
だ
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
、
せ
め
て
好
い
仲
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
だ
け
で
も
後
の

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
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意
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ぐ
っ
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想
い
出
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
実
現
を
願
う

意
味
を
担
う
形
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
意
味
自
体
と
し
て
、
そ
れ
を
願
わ
し
い
も
の
と

捉
え
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
好
い
仲
が
ず
っ
と
続
く
の
が
何
よ

り
だ
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
、
せ
め
て
」
と
い
っ
た
余
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
願
わ
し
さ
の
よ
り
低
い
要
素
で
あ
る
こ
と
を
ダ
ニ
が
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う

し
た
意
味
あ
い
も
ま
た
生
じ
て
く
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

�
の
歌
意
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
（
竹
岡
『
全
評
釈
』
下
、
五
三
九
頁
）、
ひ

と
ま
ず
旧
大
系
に
倣
っ
て
「
私
の
家
を
見
た
と
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
、
せ
め
て
そ
の

こ
と
を
、
私
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
し
る
し
と
い
た
し
ま
し

ょ
う
」
の
意
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
�
と
同
じ
く
実
現
を
願
う
文

に
準
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
い
ち
ば
ん
望
ま
し
い
の
は
二
人
の
仲
が
ず
っ
と
続
く
こ

と
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
、
せ
め
て
関
係
を
隠
し
て
お
い
て
ほ
し

い
」
と
の
趣
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
願
わ
し
さ
の
低
い
ほ
う
の
要
素
を
示
す

の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
願
望
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
凡
そ
十
一
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
一
例
が
あ
る
。

�
命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
何
か
わ
か
れ
の
か
な
し
か
ら
ま
し

（
離
別
・
三
八
七
、
白
女
）

「
源
の
さ
ね
」
が
筑
紫
へ
湯
治
に
出
か
け
る
と
き
に
、「
し
ろ
め
」
と
い
う
女
性
が
山

崎
で
別
れ
を
惜
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
注
�
）。
歌
意
は
、「
命
だ
け
で
も
思
い
通

り
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
別
れ
が
悲
し
い
で
し
ょ
う
（
で
も
実
際
に
は
そ
れ

も
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
悲
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

仮
定
条
件
と
反
実
仮
想
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
そ
う
し
た
余
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

宗
�
の
『
両
度
聞
書
』
に
《
立
か
へ
る
ま
で
の
命
し
ら
ぬ
心
也
》（
竹
岡
『
全
評
釈
』

上
、
九
〇
二
頁
）
と
注
す
る
の
も
、
同
じ
こ
と
が
ら
を
指
そ
う
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ

て
、
ダ
ニ
自
身
は
、
悲
し
み
が
払
拭
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を「
命
が
思
い
通
り
に
な
る
」

と
い
う
一
点
へ
と
絞
り
込
ん
で
い
る
。
通
俗
的
な
幸
福
の
諸
契
機
は
も
と
よ
り
、
二
人

が
同
じ
場
所
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
捨
て
去
っ
て
、「
僅
か
に
こ
の
こ
と
だ
け
で
も

成
り
立
つ
な
ら
ば
（
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
）」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
表
わ
す
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
「
最
低
十
分
条
件
」（
注
�
）
を
形
成
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
味
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
（
な
お
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
集
中
に
も
う
一
例
あ

る
が
、
否
定
と
の
関
わ
り
を
第
一
義
と
す
る
も
の
な
の
で
、
次
節
で
用
例
④
と
し
て
扱

う
）。

二

否
定
述
語
（
其
一
）

否
定
述
語
（
な
い
し
否
定
的
表
現
）
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
古
今
集
中
に

二
十
二
例
見
え
る
。
一
般
に
否
定
的
意
味
を
表
わ
す
述
語
と
と
も
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ

る
と
、
ダ
ニ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
小
さ
な
要
素
に
お
い
て
も
述
語
的
事
態
が
成
り
立
た

な
い
こ
と
が
表
わ
さ
れ
、
最
終
的
に
は
皆
無
性
の
意
味
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
広
く
は
「
呆
れ
て
も
の
も
言
え
な
い
」「
塵
一
つ
無
い
」
な
ど

と
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
（
注
�
）、
ダ
ニ
の
場
合
は
そ
れ
が
特
に
〈
相
対
的
軽
少
性
〉

の
意
義
に
お
い
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

述
部
の
形
の
面
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
で
は
、

ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
軽
少
性
を
帯
び
て
い
る
か
と
い
う
点
に
留

意
し
つ
つ
、（
１
）（
２
）
を
本
節
で
、（
３
）（
４
）
を
次
節
で
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

（
１
）「
ず
」
と
共
に
あ
る
も
の

一
三
例

（
２
）「
じ
」
と
共
に
あ
る
も
の

三
例

（
３
）「
難
し
」
と
共
に
あ
る
も
の

一
例

（
４
）
反
語
文
と
共
に
あ
る
も
の

五
例

〔
計

二
二
例
〕

第
一
に
、「
ず
」
に
よ
る
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
十
三
例
見
え
る

（「
で
」「
な
し
」
に
よ
る
も
の
も
含
む
）。

『
古
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和
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集
』
の
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助
詞
ダ
ニ
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〈
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こ
の
う
ち
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
自
体
に
「
小
」
な
る
あ
り
方

が
備
わ
っ
て
い
て
、
右
に
述
べ
た
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
が
明
瞭
に
見
て
取
ら
れ
よ

う
。�

山
城
の
淀
の
若
菰
か
り
に
だ
に
来
ぬ
人
た
の
む
我
ぞ
は
か
な
き

（
恋
五
・
七
五
九
、
不
知
）

�
野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
な
き
て
年
は
経
む
か
り
に
だ
に
や
は
き
み
は
来
ざ
ら
む

（
雑
下
・
九
七
二
、
不
知
）

�
声
を
だ
に
聞
か
で
別
る
ゝ
魂
よ
り
も
な
き
床
に
寝
む
君
ぞ
か
な
し
き

（
哀
傷
・
八
五
八
、
不
知
）

�
あ
は
れ
て
ふ
言
だ
に
な
く
は
何
を
か
は
恋
の
み
だ
れ
の
束
緒
に
せ
む

（
恋
一
・
五
〇
二
、
不
知
）

�
�
と
も
、「
仮
に
」
と
い
う
あ
り
か
た
に
お
い
て
だ
け
で
も
「
来
る
」
と
い
う
こ

と
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
言
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
、
全
く
来
な
い
こ
と
を
表
わ
す

も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
来
る
」
こ
と
の
本
格
度
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、「
本

気
で
」
来
る
こ
と
に
較
べ
て
「
仮
に
」
来
る
こ
と
の
ほ
う
が
本
格
性
が
低
い
こ
と
は
縷

説
を
要
し
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
低
い
ほ
う
の
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
こ
と

で
「
来
訪
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
�
で
は
そ
う
し
た

意
味
が
単
純
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
�
で
は
否
定
的
事
態
に
対
し
て
さ
ら

に
反
語
が
か
ぶ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
仮
に
ぐ
ら
い
は
来
て
く
だ
さ
い
ま
す
で
し
ょ

う
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、「
ダ
ニ
…
…
否
定
」
部
分
の
あ
り
よ

う
自
体
は
�
と
変
わ
ら
な
い
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
形

で
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

�
も
同
様
で
あ
る
。
男
が
他
国
に
出
か
け
て
い
る
時
に
俄
か
に
病
臥
し
た
妻
が
、
死

の
間
際
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
二
人
の
人
間
が
交
渉
を
持
つ
こ
と
の
本
格
度
と
い
う
も

の
を
考
え
て
み
る
と
、
当
人
を
目
の
当
た
り
に
見
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
声
（
だ
け
）

を
聞
く
と
い
う
の
は
、
よ
り
低
い
段
階
に
属
す
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
に
接

し
て
そ
れ
が
小
さ
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
最
終
的

に
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
「
交
渉
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
わ
け

で
あ
る
。

�
は
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
否
定
と
の
関
わ
り
の

ほ
う
が
第
一
義
的
で
あ
ろ
う
。「
あ
は
れ
」
と
い
う
溜
め
息
に
も
似
た
言
葉
を
発
す
る

こ
と
で
辛
う
じ
て
心
の
乱
れ
を
整
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
に
、
も
し
仮
に
そ
の
「
あ
は

れ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
さ
え
も
な
い
と
す
れ
ば
心
の
乱
れ
は
ど
う
整
え
れ
ば
よ
い
の
か

―
―
そ
ん
な
意
味
あ
い
を
詠
み
込
ん
だ
歌
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
小

さ
な
要
因
を
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
こ
と
で
、「
統
御
手
段
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す

の
に
与
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
に
あ
っ
て
も
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
は
比
較

的
簡
単
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
深
山
に
は
松
の
雪
だ
に
き
え
な
く
に
宮
こ
は
野
べ
の
わ
か
な
つ
み
け
り

（
春
上
・
一
八
、
不
知
）

�
流
い
づ
る
方
だ
に
見
え
ぬ
涙
河
沖
ひ
む
時
や
底
は
し
ら
れ
む

（
物
名
・
四
六
六
、
都
良
香
）

�
ひ
と
を
思
心
は
我
に
あ
ら
ね
ば
や
身
の
ま
ど
ふ
だ
に
知
ら
れ
ざ
る
ら
む

（
恋
一
・
五
二
三
、
不
知
）

	
知
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
寝
し
も
の
を
塵
な
ら
ぬ
名
の
そ
ら
に
た
つ
覧

（
恋
三
・
六
七
六
、
伊
勢
）



う
き
な
が
ら
け
ぬ
る
泡
と
も
な
り
な
な
む
な
が
れ
て
と
だ
に
頼
ま
れ
ぬ
身
は

（
恋
五
・
八
二
七
、
友
則
）

�
は
、
春
の
到
来
の
遅
速
を
対
照
す
る
形
で
詠
ん
で
い
る
。
松
の
梢
に
か
か
っ
た
雪

は
、
陽
も
受
け
や
す
く
滑
り
落
ち
て
消
え
や
す
い
の
だ
か
ら
、
雪
解
け
と
い
う
こ
と
が

先
ず
第
一
に
生
ず
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
ほ
ん

の
糸
口
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
端
緒
と
し
て
の
軽
少
性
を
帯
び
て
い

る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
春

ら
し
さ
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―
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�
は
、「
お
き
火
」
を
詠
み
込
ん
だ
物
の
名
の
歌
で
あ
る
。
上
二
句
は
「
流
れ
て
来

る
の
が
ど
こ
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
だ
け
さ
え
も
見
え
な
い
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
見
え
る

も
の
の
範
囲
と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
、
川
の
流
れ
が
見
え
れ
ば
そ
れ
が
ど
こ
か
ら

流
れ
て
来
る
の
か
も
自
然
に
見
え
て
よ
い
は
ず
だ
か
ら
、「
流
れ
い
づ
る
方
」
と
い
う

の
は
、
最
も
見
え
や
す
い
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
と
っ

て
最
も
初
歩
的
な
事
項
だ
と
も
言
え
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定

を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
見
え
る
範
囲
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、「
表
層
の
も
の
さ
え
見
え
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
深
部

に
横
た
わ
る
“底
”
な
ど
は
見
え
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
っ
た
含
み
を
引
き
だ
す
こ
と

も
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
表
現
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
類
推
義
を
踏
ま
え
つ

つ
、「
水
が
涸
れ
た
な
ら
ば
（
涙
が
出
尽
く
し
た
な
ら
ば
）、
そ
の
よ
う
な
時
に
で
も

“底
”
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
う

し
た
意
味
で
、
類
推
表
現
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

�
は
、
我
を
見
失
っ
た
心
の
状
態
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
恋
の
想
い
に
心
が
乱

れ
た
人
に
と
っ
て
、
明
晰
な
認
識
を
保
つ
こ
と
は
難
し
い
が
、「
自
分
の
心
が
乱
れ
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
辛
う
じ
て
残
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
事

柄
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
な
あ
り
か
た
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う

な
要
素
に
接
し
て
そ
の
軽
少
要
因
性
を
示
す
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
全
体
と
し
て

は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
、「
可
能
な
認
識
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

�
は
、
思
い
が
け
ず
浮
き
名
の
立
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
恋
の
想
い
が
人
に
知

ら
れ
る
原
因
と
し
て
は
、「
人
に
こ
っ
そ
り
打
ち
明
け
る
」「
人
前
で
思
い
つ
め
た
素
振

り
を
み
せ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
大
き
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
較
べ
れ

ば
、「
枕
を
す
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
所
詮
は
俗
信
に
す
ぎ
ず
、
寝
室
内
で
の
取
る
に

足
ら
ぬ
仕
業
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
な
要
因
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ

う
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
「
漏
洩

原
因
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

�
は
、「
泡
の
よ
う
に
浮
き
身＝

憂
き
身
の
ま
ま
消
え
て
し
ま
い
た
い
、
ど
う
せ
生

き
な
が
ら
え
て
い
て
も
希
望
が
な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
込
ん
で
い

る
。
望
み
が
叶
う
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
最
も
願
わ
し
い
の
は
今
現
に
そ
う
な
る
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
な
ら
、
生
き
な
が
ら
え
て
不
定
の
未
来
に
望
み
を
つ
な
ぐ

の
が
せ
め
て
も
の
手
立
て
と
な
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
低
い
手
立
て
に
お

い
て
も
望
み
の
持
て
な
い
こ
と
を
言
う
こ
と
で
、「
希
望
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に

参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
な
お
、
友
則
に
は
《
水
の
泡
の
き
え
で
う
き
身
と
い
ひ

な
が
ら
流
て
猶
も
た
の
ま
る
ゝ
哉
（
恋
五
・
七
九
二
）》
の
詠
が
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
で

は
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
に
淡
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
）。

さ
ら
に
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
例
に
あ
っ
て
も
、
歌
の
意
味
を
よ
く
勘
案
す
れ
ば
、

ダ
ニ
が
軽
少
な
要
因
を
示
す
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
よ
う
。

�
春
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
聞
き
分
か
む
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な

（
春
上
・
一
〇
、
藤
原
言
直
）

�
さ
く
ら
花
春
く
は
ゝ
れ
る
年
だ
に
も
人
の
こ
ゝ
ろ
に
飽
か
れ
や
は
せ
ぬ

（
春
上
・
六
一
、
伊
勢
）

�
富
士
の
嶺
の
な
ら
ぬ
お
も
ひ
に
燃
え
ば
も
え
神
だ
に
消
た
ぬ
空
し
け
ぶ
り
を

（
雑
体
・
一
〇
二
八
、
紀
乳
母
）

	
う
ば
た
ま
の
夢
に
何
か
は
な
ぐ
さ
ま
む
現
に
だ
に
も
飽
か
ぬ
心
を

（
物
名
・
四
四
九
、
深
養
父
）

�
は
、
春
の
気
配
の
未
到
来
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
鶯
は
、
そ
の
異
名
が
示
す
と
お

り
春
の
「
は
じ
ま
り
」
を
告
げ
る
鳥
で
あ
り
、
春
と
い
う
季
節
の
糸
口
と
も
言
う
べ
き

位
置
を
占
め
る
。そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
な
あ
り
か
た
を
帯
び
て
い
る
。ダ
ニ
も
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定
の
は
た
ら
き
を
受
け
る
こ
と
で
「
春
ら
し
さ
の
皆

無
性
」
を
表
わ
す
に
至
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

�
は
、
詞
書
に
「
弥
生
に
閏
月
あ
り
け
る
年
、
よ
み
け
る
」
と
あ
る
。
慌
た
だ
し
く

散
り
過
ぎ
る
桜
の
花
を
心
ゆ
く
ま
で
賞
翫
す
る
こ
と
な
ど
今
ま
で
に
で
き
た
た
め
し
が

な
く
、
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
の
ま
ま
に
季
節
の
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
の
が
常
だ
が
、
そ
う
し
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た
中
に
あ
っ
て
、
閏
三
月
の
加
わ
る
年
と
い
う
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
願
い
が
叶

う
か
も
し
れ
な
い
ご
く
稀
な
機
会
で
あ
っ
て
、そ
う
し
た
意
味
で「
春
く
は
ゝ
れ
る
年
」

に
軽
少
性
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
語
句
を
示
し
つ
つ

否
定
と
結
び
付
く
こ
と
で「
心
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
皆
無
性
」を
表
わ
す
と
言
え
よ
う
。

歌
全
体
と
し
て
は
さ
ら
に
反
語
が
か
ぶ
さ
る
こ
と
で
「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
も

の
か
」
と
い
っ
た
気
息
が
加
わ
り
、
ひ
い
て
は
「
せ
め
て
今
年
ぐ
ら
い
は
」
と
い
っ
た

意
味
あ
い
も
ま
た
形
成
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
（
注
�
）。

�
は
、
誹
諧
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
神
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
大
き
な
要
因
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
富
士
山
の
煙
を
消
す
」
な
ど
と
い
う
こ

と
は
そ
も
そ
も
人
間
の
力
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
で
き

る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
措
い
て
ほ
か
に
有
力
な
候
補
の
思
い
浮
か
ば
な
い
よ

う
な
、
ほ
ん
の
僅
か
な
担
い
手
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ

う
。
そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
要
素
を
挙
げ
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
火
を
め
ぐ
る
「
全
き
不
可
能
性
」
を
表
わ
す

の
に
与
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

�
は
「
か
は
な
ぐ
さ
」
を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
右
と
同
様
に
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。「
現
」
は
、
も
し
心
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
措
い
て
ほ
か
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
と
は
思

え
な
い
よ
う
な
得
難
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
要
因
性
を
帯
び
る
と

考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
軽
少
要
因
性

を
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
こ
と
で
、「
欲
求
充
足
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
と

言
え
よ
う
。
歌
全
体
と
し
て
は
「
“現
”
に
さ
え
不
満
足
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
“夢
”

に
満
足
で
き
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
の
展
開
を
見
て
、
類
推
の
構
造
を
実
現

す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
（
注
�
）。

第
二
に
、「
〜
じ
」
の
形
を
取
っ
て
否
定
的
な
意
志
を
表
わ
す
述
語
と
と
も
に
用
い

ら
れ
る
も
の
が
三
例
あ
る
（
こ
の
形
の
も
の
は
も
う
一
例
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
現
を
望

む
意
味
と
の
結
び
つ
き
を
主
眼
と
す
る
も
の
な
の
で
、
既
に
前
節
で
用
例
⑦
と
し
て
扱

っ
た
）。

�
塵
を
だ
に
据
ゑ
じ
と
ぞ
思
咲
き
し
よ
り
妹
と
わ
が
寝
る
と
こ
夏
の
花

（
夏
・
一
六
七
、
躬
恒
）

�
夢
に
だ
に
見
ゆ
と
は
見
え
じ
朝
な
�
�
わ
が
面
影
に
は
づ
る
身
な
れ
ば

（
恋
四
・
六
八
一
、
伊
勢
）

�
今
よ
り
は
植
ゑ
て
だ
に
見
じ
花
す
ゝ
き
ほ
に
い
づ
る
秋
は
わ
び
し
か
り
け
り

（
秋
上
・
二
四
二
、
平
貞
文
）

�
は
、
隣
の
家
か
ら
常
夏
の
花
を
請
わ
れ
た
と
き
に
、
断
り
の
返
事
に
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
。
上
二
句
を
逐
語
的
に
た
ど
る
と
、「
塵
を
だ
け
で
も
据
え
る
こ
と
は
す
る
ま
い

と
思
う
」
と
な
る
。
花
を
害
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
花
を
切
り
取
る
と
い
っ
た

こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
塵
が
積
も
る
こ
と
な
ど
、
ご
く
軽
微
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
上
二

句
は
、
そ
う
し
た
軽
微
な
要
因
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
を
し
も
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
徹

底
し
た
愛
護
の
気
持
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
表

現
の
一
環
と
し
て
、「
小
」
な
る
要
素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

�
は
、「
容
貌
の
衰
え
を
恥
じ
て
い
る
の
で
、
夢
に
だ
け
で
も
“現
わ
れ
た
”
と
は

見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
の
詠
で
あ
る
。
人
と
人
と
が
交
渉
を
持
つ
こ
と
の
本

格
度
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
夢
で
逢
う
こ
と
は
現
実
に
あ
い
見
え
る
こ
と
に
較
べ

て
存
在
感
が
薄
く
、
そ
の
意
味
で
よ
り
低
い
段
階
に
属
す
る
こ
と
絮
説
に
及
ぶ
ま
い
。

そ
れ
を
し
も
拒
む
こ
と
で
「
会
見
の
意
思
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
が
、
上
二
句
の
趣

意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
一
環
と
し
て
「
小
」
な
る
要

素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

�
は
、「
薄
の
穂
が
出
る
の
を
見
る
と
秋
を
感
じ
て
わ
び
し
く
な
る
か
ら
、
薄
を
庭

に
植
え
た
り
は
す
る
ま
い
」
と
の
大
意
で
あ
る
が
、「
植
ゑ
て
だ
に
見
じ
」
に
つ
い
て

は
諸
説
が
あ
る
（
竹
岡
『
全
評
釈
』
上
、
六
六
六
〜
七
頁
）。
姑
く
竹
岡
氏
の
解
に
よ

る
な
ら
ば
、「（
わ
ざ
わ
ざ
野
外
ま
で
出
か
け
て
見
る
な
ど
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
）
庭
に
植
え
て
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
し
な
い
つ
も
り
だ
」

と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
鑑
賞
の
た
め
の
手
順
と
し
て
最
も
煩
雑
度
の
低
い
場
合
を
ダ

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
五
七



ニ
に
よ
っ
て
示
し
つ
つ
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
「
鑑
賞
す
る
意
向
の
皆
無
性
」

を
表
わ
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
遠
鏡
で
は
「
野
原
で
見
か
け
る
の
は

仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
せ
め
て
庭
に
植
え
て
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
避

け
た
い
」
の
意
と
取
っ
て
い
る
（
全
集
三
、
八
五
頁
）。
こ
の
場
合
は
「
じ
」
に
含
ま

れ
る
意
志
の
側
面
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
否
定
的
意
志
に
お
け

る
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
で
も
、
ダ
ニ
の
〈
相
対

的
軽
少
性
〉
の
意
義
自
体
は
変
わ
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

三

否
定
述
語
（
其
二
）
・
肯
定
述
語

第
三
に
、
準
否
定
的
な
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
が
一
例
見
え
る
。

�
夢
に
だ
に
逢
ふ
こ
と
難
く
な
り
ゆ
く
は
我
や
寝
を
ね
ぬ
人
や
わ
す
る
る
ゝ

（
恋
五
・
七
六
七
、
不
知
）

歌
意
は
「
夢
に
だ
け
で
も
逢
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
の
は
、
私
が
眠
れ
な
い
か
ら
な
の

か
、そ
れ
と
も
相
手
が
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
な
の
か
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
難
し
」
を
「
成
立
し
に
く
い
」
と
考
え
る
な
ら
、「
成
立
し
な
い
」
こ
と
を
表
わ
す

否
定
文
に
準
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
述
語
と
の
組
み
合
わ
せ

に
お
い
て
、「
逢
う
こ
と
の
九
分
九
厘
の
不
成
立
」
を
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

第
四
に
、
反
語
的
な
意
味
を
表
わ
す
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
五
例
見
え

る
。�

吹
風
を
な
き
て
う
ら
見
よ
う
ぐ
ひ
す
は
我
や
は
花
に
手
だ
に
ふ
れ
た
る

（
春
下
・
一
〇
六
、
不
知
）

�
声
た
え
ず
鳴
け
や
う
ぐ
ひ
す
一
年
に
ふ
た
ゝ
び
と
だ
に
来
べ
き
春
か
は

（
春
下
・
一
三
一
、
興
風
）

�
山
科
の
お
と
は
の
山
の
お
と
に
だ
に
人
の
知
る
べ
く
わ
が
恋
ひ
め
か
も

（
恋
三
・
六
六
四
、
不
知
）

�
山
科
の
お
と
は
の
滝
の
お
と
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
わ
が
こ
ひ
め
や
も

（
墨
滅
・
一
一
〇
九
、
采
女
）

�
今
日
の
み
と
春
を
お
も
は
ぬ
時
だ
に
も
立
こ
と
や
す
き
花
の
か
げ
か
は

（
春
下
・
一
三
四
、
躬
恒
）

�
は
、
鶯
が
花
の
散
る
の
を
惜
し
ん
で
鳴
く
の
に
対
し
て
、「
恨
む
な
ら
風
を
恨
ん

で
ほ
し
い
、
私
は
手
だ
っ
て
触
れ
て
い
な
い
」
と
弁
疏
す
る
体
の
歌
で
あ
る
。
下
二
句

を
逐
字
的
に
た
ど
る
と
、「
私
は
花
に
手
だ
け
で
も
触
れ
た
だ
ろ
う
か
（
触
れ
て
い
な

い
）」
と
な
る
。
揺
す
ぶ
っ
た
り
折
り
取
っ
た
り
す
る
こ
と
に
較
べ
る
と
、「
手
を
触
れ

る
」こ
と
は
、花
を
散
ら
す
も
と
に
な
る
事
柄
と
し
て
ご
く
軽
微
な
も
の
で
し
か
な
い
。

ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
を
示
し
つ
つ
反
語
に
よ
る
翻
し
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
答
責
事
項
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
っ
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉

の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

�
は
、
鶯
が
花
を
惜
し
ん
で
鳴
く
の
を
促
す
体
の
歌
で
あ
る
。
下
三
句
を
逐
字
的
に

た
ど
る
と
、「
一
年
に
二
度
だ
け
で
も
来
る
は
ず
の
春
だ
ろ
う
か（
一
度
し
か
来
な
い
）」

と
な
る
。
日
常
的
な
数
の
世
界
に
あ
っ
て
、「
二
」
は
複
数
性
を
お
び
た
最
も
小
さ
な

数
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
「
小
」
な
る
あ
り
方
を
示
し
つ
つ
、「
そ
れ
だ
け

で
も
繰
り
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
翻
し
を
受
け
る
こ
と
で
、「
反
復
の
皆
無
性＝

来

訪
の
唯
一
回
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

�
�
は
采
女
の
歌
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
�
の
作
者
は
左
注
に
よ
る
）。「
音
に
だ

に
」
は
、「（
単
な
る
）
噂
に
だ
け
で
も
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
恋
の
事
情
を
「
人
が
知
る
」

こ
と
を
め
ぐ
る
本
格
度
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
当
事
者
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
に
較

べ
て
、
噂
に
聞
い
て
知
る
こ
と
は
、
そ
の
確
実
度
に
お
い
て
遥
か
に
低
い
段
階
に
属
す

る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
は
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
示
し
つ
つ
翻
し
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
人
に
知
ら
れ
る
懼
れ
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
。〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
表
現
の
一
環
と
し
て
活
か
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
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最
後
に
�
は
、
詞
書
に
「
亭
子
院
歌
合
に
、
春
の
果
の
歌
」
と
あ
る
。
花
の
下
か
ら

立
ち
去
る
に
際
し
て
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
は
、「
今
日
で
春
は
終
わ
り
だ
」
と
い

う
日
に
較
べ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
日
は
ま
だ
し
も
少
な
く
て
済
む
は
ず
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
軽
少
性
を
備
え
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
小

な
る
要
素
を
掲
げ
る
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
歌
全
体
と
し
て
は
、
そ
れ
を
し
も
翻
す

こ
と
に
よ
っ
て
、「
立
ち
去
り
や
す
さ
の
皆
無
性
」を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。

以
上
、
否
定
的
な
意
味
を
有
す
る
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
二
十
二
例
に
つ

い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

次
の
四
例
が
あ
る
。

�
時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
こ
ひ
し
き
物
を

（
哀
傷
・
八
三
九
、
忠
岑
）

�
雪
と
の
み
ふ
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
ち
れ
と
か
風
の
ふ
く
覧

（
春
下
・
八
六
、
躬
恒
）

�
き
み
を
思
ひ
お
き
つ
の
浜
に
な
く
鶴
の
た
づ
ね
来
れ
ば
ぞ
あ
り
と
だ
に
聞
く

（
雑
上
・
九
一
四
、
貫
之
）

�
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（
雑
下
・
九
四
五
、
惟
喬
親
王
）

�
は
、
友
則
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
忠
岑
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
時
折
し
も
秋
で
あ

っ
た
。
歌
意
は
、「
よ
り
に
よ
っ
て
こ
ん
な
悲
し
い
季
節
に
逝
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も

の
か
。
生
き
て
い
る
人
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
恋
し
い
の
に
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

人
恋
し
さ
の
思
い
を
喚
び
起
こ
す
事
柄
と
し
て
、
永
の
別
れ
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
生
き

た
人
間
を
見
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
力
は
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
下
二

句
は
、
そ
の
よ
う
な
軽
少
要
因
性
を
ダ
ニ
に
よ
っ
て
示
し
つ
つ
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分

に
恋
し
さ
の
思
い
を
掻
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
し
て
永
別
と
も
な
れ

ば
、
そ
の
悲
し
み
は
い
か
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
上
三
句
で
は
そ
の
よ
う
な
類
推
義
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
秋
と
い
う
季
節
に
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
へ
の
痛
惜
の
情
を
叙
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
形
で
類
推
の
構
造
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。�

も
同
様
で
あ
る
。「
ひ
た
す
ら
雪
の
よ
う
に
花
が
散
っ
て
い
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け

で
も
惜
し
い
の
に
、
こ
の
上
ど
う
激
し
く
散
れ
と
い
う
の
で
風
が
吹
く
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
の
が
一
首
の
意
で
あ
る
（
注
�
）。
花
を
惜
し
む
気
持
に
と
っ
て
、
風
が
吹
き

散
ら
す
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
花
が
自
分
か
ら
散
る
こ
と
は
ま
だ
し
も
我
慢
の
し
や
す
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
軽
少
な
要
因
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
上
二
句
で
は
、
そ
の

よ
う
な
軽
少
な
要
因
で
あ
っ
て
も
花
を
惜
し
む
気
持
を
か
き
た
て
る
の
に
十
分
で
あ
る

こ
と
を
表
わ
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
ま
し
て
、
風
に
散
ら
さ
れ
る
の
は

残
念
至
極
だ
」
の
含
み
も
ま
た
そ
こ
か
ら
自
ず
と
生
ず
る
が
、
実
際
の
表
現
で
は
、
そ

う
し
た
類
推
義
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
と
反
戻
す
る
事
態
へ
の
訝
り
の
気
持
ち
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
形
で
、
類
推
の
構
造
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
右
の
二
例
に
あ
っ
て
は
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
態
を
整
え
る
の
に
〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
供
さ
れ
て
い
た
が
（
注
�
）、
次
の
二
例
で
は
「
辛
う
じ
て

の
成
立
」
を
表
わ
す
の
に
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
注
	
）。

�
は
、
貫
之
が
和
泉
の
国
に
居
た
と
き
、
藤
原
忠
房
が
大
和
の
国
か
ら
尋
ね
て
き
て

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
忠
房
は
大
和
の
守
で
あ
っ
た
）。
下
二
句
は
「
こ
う
や
っ
て
尋
ね

て
き
た
か
ら
こ
そ
、
あ
な
た
が
（
無
事
で
）
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、

知
る
こ
と
が
で
る
の
だ
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
人
の
消
息
を
知
る
こ
と
を
め
ぐ
る
本
格
度

と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
生
活
の
細
目
か
ら
心
情
の
幾
微
ま
で
余
す
こ
と
な
く

知
る
こ
と
に
較
べ
て
、
単
に
無
事
で
居
る
こ
と
だ
け
を
知
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
軽
微

な
も
の
で
し
か
な
い
。
末
句
は
、
そ
う
し
た
軽
微
な
こ
と
だ
け
で
も
と
に
か
く
知
り
得

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
」
云
々
の
類
推
義
へ

と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
の
僅
か
な
が
ら
も
の
知
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に

眼
目
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、「
辛
う
じ
て
の
成
立
」
を
表
わ
す
の

に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

�
は
、「
こ
ん
な
殺
風
景
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
い
ざ
住
ん
で
み
れ
ば
住
ん
で
し

ま
え
る
も
の
だ
」
と
の
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
居
住
環
境
と
し
て
の
快
適
度
と
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い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
白
雲
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
た
な
び
い
て
い
る
山
の
中
な
ど

と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
快
適
さ
と
は
無
縁
の
、
取
る
に
足
ら
ぬ
場
所
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
も
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
軽
少
要
因
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
辛
う
じ
て
の
成

立
」
を
表
わ
す
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

む
す
び

以
上
、
古
今
和
歌
集
に
見
え
る
ダ
ニ
凡
そ
三
十
八
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ

方
を
見
て
き
た
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
と
い
う
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
法
に
お
い
て
一
貫
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
大
要
を
記
せ
ば
、
�
願
望
表
現
や
�
仮
定
条
件
句

に
あ
っ
て
は
願
望
や
仮
定
の
内
容
を
相
対
的
に
低
い
段
階
へ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
や
「
最
低
十
分
条
件
」
を
表
わ
す
の
に
加
わ
り
、
�
否
定

述
語
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
小
な
る
要
素
を
提
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
こ
と
で
「
皆

無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
り
、
�
肯
定
述
語
に
あ
っ
て
も
、
類
推
の
基
盤
と
な
る
こ
と

が
ら
を
形
作
り
、
な
い
し
は
辛
う
じ
て
の
成
立
を
表
わ
す
こ
と
に
お
い
て
、
小
な
る
要

素
の
提
示
に
は
た
ら
い
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
、
お
の
お
の
の
用
法
に
遍
く
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
語
が
根
本
的
な
意
味
で
の
類
推
性
を
帯
び
る
こ
と
を
も

意
味
し
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
願
望
用
法
で
は
「
願
っ
た
こ
と
以
上
の
こ
と
が
ら
が
実

現
す
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
嬉
し
い
が
」
の
余
意
が
、
仮
定
条
件
な
ら
ば
「
こ
れ
以
上
の

条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
ま
し
て
後
件
は
成
り
立
ち
や
す
い
が
」
の
含
み
が
、
そ
れ
ぞ

れ
伴
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
否
定
で
あ
れ
ば
「
も
っ
と
大
き
な
要
素
の
場
合
は
、
ま

し
て
成
り
立
た
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
皆
無
性
の
意
味
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
成
章
が
《
同
じ
心
を
、
あ
ら
ま
さ
ず
し
て
お
い
ら
か
に
詠
め

ば
、
く
ら
ぶ
る
心
あ
ら
は
る
る
な
り
》（
文
献
�
、
二
四
四
頁
）
と
言
う
の
も
、
こ
う

し
た
根
本
的
な
類
推
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
二
事
項
間
の
軽
重
差
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
根
本
的
な
類
推
性
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
成
章
が
、
自
身
の

用
意
し
た
「
サ
ヘ
・
ナ
リ
ト
モ
・
デ
モ
」
の
三
つ
の
訳
語
（
里
言
）
に
つ
い
て
《
三
の

里
言
、
一
に
か
へ
る
心
を
味
は
ふ
べ
し
》（
文
献
�
、
二
四
五
頁
）
と
言
う
と
き
、
こ

の
語
の
統
一
的
理
解
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
三
つ
の
訳
語
に
反
映

さ
れ
も
す
る
最
終
的
な
文
意
味
は
、
一
な
る
基
本
義
と
異
な
る
構
文
環
境
と
の
、
そ
の

相
乗
効
果
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ

の
統
一
の
要
と
な
る
基
本
義
を
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
と
い
う
点
に
求
め
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
意
義
の
把
捉
が
副
助
詞
と
い
う
語
類
の
研
究
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
問
題
性
を
帯
び
る
か
に
つ
い
て
、
些
か
の
考
え
を
記
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
語
類
の
創
設
が
山
田
孝
雄
に
よ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
（
文
献
�
、

五
八
七
頁
）、
そ
の
淵
源
は
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、《
吾
人
の
こ
の
研
究
も
実
に
氏
〔＝

成
章：

引
用
者
注
〕
の
賚
多
き
に
居
る
》

（
文
献
�
、
五
八
六
頁
）
と
い
う
文
言
か
ら
も
明
ら
か
に
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
淵
源
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
明
示
的
に
展
開
し
た
の
が
森
重
敏
氏
の
「
群
数
お
よ
び

程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」（
文
献
�
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
群
数
と
は
、

そ
の
「
一
項
明
指
・
他
項
暗
指
」
の
用
語
が
示
す
と
お
り
、
項
目
の
集
合
を
前
提
と
し

つ
つ
（
注
	
）
そ
の
項
目
間
に
単
な
る
並
立
と
い
う
以
上
の
特
殊
化
さ
れ
た
関
係
が
示

さ
れ
る
こ
と
の
謂
で
あ
り
（
注


）、
ま
た
程
度
量
と
は
文
字
通
り
「
程
度
を
量
る
」

こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
的
な
二
事
項
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
か
ら
数

量
詞
的
な
分
量
と
関
わ
る
も
の
ま
で
を
含
む
（
注
�
）。
こ
の
二
つ
を
『
あ
ゆ
ひ
抄
』

の
「
能
美
家
・

尓
家
」（
注
�
）
に
即
し
て
見
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
能
美
家
」
に
属
す
る
の
は
ノ
ミ
・
バ
カ
リ
・
マ
デ
の
三
語
で
あ
る
が
、
そ
の
い
わ

ば
標
札
と
し
て
ノ
ミ
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
蓋
し
意
義
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。「
能

美
家
」
は
限
定
を
根
幹
と
す
る
語
類
で
あ
り
、
で
あ
る
が
故
に
限
定
専
一
に
は
た
ら
く

ノ
ミ
が
標
挙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
副
助
詞
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
純
群
数
的
な
語
だ
と
い

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
六
〇



う
こ
と
に
な
る
。
バ
カ
リ
が
程
度
用
法
を
有
す
る
こ
と
も
、
程
度
の
限
界
を
画
す
る
と

い
う
点
で
こ
の
家
の
一
員
た
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
が
、
先
の
二
面
か
ら
見
れ
ば
、
群
数

性
と
程
度
量
性
と
が
用
法
の
異
な
り
に
お
い
て
分
属
す
る
。
マ
デ
も
ま
た
限
界
を
画
定

す
る
限
り
に
群
数
性
を
備
え
る
が
、
画
定
に
働
く
意
味
が
連
続
量
的
で
あ
る
点
で
既
に

量
性
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
程
度
用
法
を
併
せ
持
つ
点
に
お
い
て
バ
カ
リ
と
通
う
で
あ

ろ
う
。

他
方
、「

尓
家
」
に
属
す
る
の
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ダ
ニ
、
な
ら
び
に
ス
ラ

と
サ
ヘ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
二
事
項
の
関
係
を
表
わ
す
点
で
群
数
性
を

有
す
る
が
、
そ
の
関
係
規
定
が
根
本
的
に
軽
重
差
に
基
づ
く
限
り
に
程
度
量
性
を
も
帯

び
る
。
そ
し
て
、
こ
の
程
度
量
性
を
そ
れ
自
体
と
し
て
担
う
の
が
先
の
バ
カ
リ
や
マ
デ

の
程
度
用
法
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
能
美
家
」
に
あ
っ
て
は
二
つ
の
性
質
が
分
離
的

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「

尓
家
」
で
は
融
合
的
に
備
わ
る
と
概
括
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
純
程
度
量
的
な
語
は
二
つ
の
家
に
見
え
な
い
が
、
現
代
語
ま
で
拡
げ
れ
ば
ホ
ド
の

よ
う
な
語
を
そ
れ
に
宛
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
�
）。

こ
う
し
て
群
数
性
と
程
度
量
性
と
は
副
助
詞
と
い
う
語
類
を
構
成
す
る
二
つ
の
論
理

的
契
機
で
あ
る
（
注
�
）。
副
助
詞
研
究
に
際
し
て
は
各
語
の
根
本
義
を
探
求
し
て
そ

の
個
性
を
究
め
る
こ
と
が
基
礎
を
な
す
こ
と
言
う
を
俟
た
な
い
が
、
究
明
さ
れ
た
根
本

義
に
基
づ
い
て
個
々
の
副
助
詞
に
お
け
る
両
契
機
分
有
の
種
々
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
も
ま
た
同
時
に
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
よ
り
高
次
の
個
性
の
解
明
で
あ
る
と

と
も
に
そ
の
統
一
で
あ
り
、
副
助
詞
概
念
自
体
の
深
化
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
初
め
て
森
重
氏
の
切
り
開
い
た
地
平
を
さ
ら
に
先
へ
進
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で

あ
ろ
う
。
ダ
ニ
の
有
す
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
副
助
詞
研
究

の
課
題
を
示
唆
し
て
や
ま
な
い
。

﹇
付
記
﹈
古
今
集
の
本
文
は
次
の
書
物
に
よ
っ
た
。

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
小
島
憲
之
新
井
栄
蔵

校
注

一

九
八
九

岩
波
書
店
）

用
例
の
掲
出
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。

・
末
尾
に
（
部
立
・
大
観
番
号
、
作
者
）
を
記
し
た
。

・
部
立
て
や
作
者
は
、「
春
歌
上
↓
春
上
」「
小
野
篁
朝
臣
↓
篁
」
の
よ
う
に
適
宜

節
略
し
た
。

・
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
は
「
不
知
」
で
示
し
た
。

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
傍
書
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

歌
の
解
釈
に
は
次
の
書
物
を
参
看
し
た
。

・
本
居
宣
長
（
一
七
九
七
）『
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』（
全
集
・
三

一
九
六
九

筑

摩
書
房
）

・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
佐
伯
梅
友
校
注

一
九
五
八

岩
波

書
店
）

・
竹
岡
正
夫
（
一
九
七
六
）『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

上
・
下
』（
右
文
書
院
）

こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」「
遠
鏡
」「
旧
大
系
」「
竹
岡
『
全

評
釈
』」
等
々
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。

注

（
注
�
）
肯
定
・
否
定
は
、
命
令
・
禁
止
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
文
種
類
に

亘
る
と
も
言
え
る
が
、
こ
こ
で
は
願
望
表
現
や
仮
定
条
件
句
以
外
の
も
の
を
二
分
す

る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

（
注
�
）
文
献
�
�
�
や
、
文
献
	
で
は
、
量
性
の
意
味
領
域
に
お
い
て
働
く
も
の
と
し
て

副
助
詞
を
捉
え
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
よ
り
分
析
的
な
こ
の
考
え
方
を
取
る
。
そ
う

す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、「
む
す
び
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
注


）
成
章
も
「
べ
し
」
に
願
望
表
現
に
通
う
側
面
を
見
て
い
た
ら
し
い
。『
稿
本
あ
ゆ
ひ

抄
』
で
は
ダ
ニ
の
用
法
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ
目
は
《
あ
つ
ら
へ
の

心
を
う
け
。
又
将
を
う
け
て
お
も
ひ
た
つ
心
あ
る
は
皆
ナ
リ
ト
モ
と
い
ふ
セ
メ
テ
コ

レ
ナ
リ
ト
モ
の
心
也
》
と
あ
り
、「
。
」
の
部
分
に
《
又
可
を
う
け
》
の
傍
書
が
見
え

る
（
文
献
�
、
三
九
三
頁
。
文
献
�
、
一
一
〇
頁
）

（
注

）
こ
の
歌
は
大
鏡
で
も
一
部
引
用
言
及
さ
れ
て
い
る
（
雑
々
物
語
。
文
献
�
、
九
一

頁
）

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
六
一



（
注
�
）「
最
低
十
分
条
件
」
を
表
わ
す
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
文
献
�
（
一
四
一
〜
四
三
頁
）、

文
献
�
（
二
六
九
〜
七
一
頁
）、
文
献
�
（
九
〇
〜
九
一
頁
）
な
ど
で
扱
っ
て
い
る
。

（
注
�
）
文
献
�
で
「
語
用
論
的
最
上
級
」（
九
六
頁
）「
弱
数
量
叙
述
」（
九
一
頁
）
な
ど
と

呼
ば
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
。
ダ
ニ
で
は
前
者
が
多
い
が
、
後
者
に
あ
た
る
も
の
も

含
ま
れ
る
。

（
注
�
）
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
桜
花
」
を
呼
び
か
け
の
言
葉
と
見
て
「
飽
か
れ
や
は
せ
ぬ
」

を
「
飽
か
れ
よ
か
し
」
の
意
と
取
る
解
が
、
夙
く
『
顕
注
密
勘
』
に
見
え
る
（
竹
岡

『
全
評
釈
』
上
、
三
六
九
頁
）。
現
代
語
で
「
勉
強
し
な
い
の
か
い
？
」
と
尋
ね
る
こ

と
が
「
勉
強
し
な
さ
い
よ
」
の
意
味
に
な
る
の
に
比
せ
ら
れ
る
と
で
も
言
お
う
か
。

こ
う
読
む
な
ら
ば
ダ
ニ
は
最
低
限
願
望
の
用
法
に
近
く
な
る
。『
遠
鏡
』
も
こ
の
方
向

で
解
し
て
い
る
。
曰
く
《
桜
花
ヨ

イ
ツ
モ
ノ
年
ハ
早
ウ
チ
ル
ト
モ

セ
メ
テ
春
ノ

一
月
加
ハ
ツ
テ
長
イ
今
年
バ
カ
リ
ナ
リ
ト
モ

人
ノ
心
ニ
タ
ン
ノ
ウ
ス
ル
ホ
ド
ユ
ル

リ
ト
咲
テ
ア
―

ツ
タ
ガ
ヨ
イ
ニ

ナ
ゼ
ニ
イ
ツ
モ
ト
同
ジ
ヤ
―

ウ
ニ
今
年
モ
早
ウ
チ
ル

ゾ
イ
》（
全
集
三
、
四
五
頁
）。
末
尾
の
訳
し
方
を
見
れ
ば
全
体
と
し
て
は
願
い
の
満

た
さ
れ
ぬ
思
い
を
投
げ
か
け
る
点
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
あ
ゆ
ひ

抄
』
が
「
疑
属
」
の
〔
何
や
は
何
〕
で
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
て
《
飽
カ
ル
ル
事
ハ
ナ

ラ
ヌ
カ
ヤ
》（
文
献
	
、
一
四
九
頁
）
と
里
し
て
い
る
の
も
同
様
の
線
で
受
け
止
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
は
と
言
え
ば
、
詠
歌
の
根
柢
に
あ
る
願
い

の
心
か
ら
「
今
年
だ
け
で
も
」
と
い
っ
た
意
味
で
の
軽
少
性
（
最
低
限
性
と
言
っ
て

も
よ
い
が
）
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
こ
の
歌
は
、
願
望
表
現
の
用
法
に
引
き
寄
せ
た
解
も
成
り
立
ち
う
る
わ
け
だ
が（『
稿

本
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
文
献


、
三
九
四
頁
）、
否
定
述
語

と
共
起
す
る
点
を
重
視
し
て
こ
こ
で
扱
う
こ
と
に
し
た
。

（
注


）
文
献
�
（
一
〇
〇
頁
）
で
は
「
飽
か
ぬ
」
を
「
慊
い
」
と
い
う
一
つ
の
述
語
と
見

な
す
解
を
と
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
否
定
の
形
を
重
ん
じ
で
こ
の
よ
う
に
解
し
て
み
た
。

（
注
�
）「
だ
に
あ
る
を
」
に
つ
い
て
は
、
姑
く
「
惜
し
い
」
に
類
す
る
意
味
を
補
う
解
に
し

た
が
っ
て
お
く
（
文
献
�
）。
文
献

に
も
こ
の
種
の
語
法
へ
の
言
及
が
見
え
る
。

（
注
�
）
類
推
表
現
と
関
わ
る
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
文
献
�
（
一
四
七
頁
以
下
）、
文
献
�
（
二

七
七
頁
以
下
）、
文
献
�
（
九
六
頁
以
下
）
な
ど
で
扱
っ
て
い
る
。

（
注
�
）「
辛
う
じ
て
の
成
立
」
を
表
わ
す
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
文
献
�
（
一
五
〇
〜
五
一
頁
）、

文
献
�
（
一
八
三
〜
八
五
頁
）、
文
献
�
（
一
〇
一
頁
）
な
ど
で
扱
っ
て
い
る
。

（
注
�
）
文
献
�
�
の
「
前
提
集
合
」
は
、
こ
の
点
を
直
接
的
に
明
示
化
し
た
も
の
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
�
）「
例
示
―
朧
化
的
暗
指
、
特
指
―
許
容
的
暗
指
、
特
指
―
拒
否
的
暗
指
」
と
い

っ
た
範
疇
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
意
味
は
、
文
献
�
（
三
九
頁
）
で
は
「
他

項
類
比
的
な
副
助
詞
的
意
味
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

（
注
�
）「
現
実
程
度
量
、
実
現
程
度
量
、
連
続
的
高
度
化
量
、
概
略
量
、
明
確
量
」
な
ど
の

範
疇
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
注
	
）
版
本
の
表
記
に
従
う
（
文
献
�
、
一
八
五
頁
・
一
九
一
頁
）。

（
注
�
）
論
理
的
二
契
機
の
研
究
史
的
な
生
成
を
中
心
に
据
え
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
述
べ

方
に
な
っ
た
が
、
成
章
理
解
と
い
う
点
に
重
き
を
置
く
な
ら
ば
、「
能
美
家
」
は
他
の

要
素
と
切
れ
て
自
体
的
で
あ
り
、「

尓
家
」
は
他
の
要
素
と
連
な
っ
て
関
係
的
で
あ

る
と
捉
え
る
ほ
う
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
「
能
美
家
・

尓
家
」
に
つ
い
て
は
、
文
献
�
で
主
題
的
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。

（
注
�
）
こ
の
う
ち
の
一
面
だ
け
に
指
目
す
る
の
で
は
、
こ
の
語
類
を
真
に
ト
ー
タ
ル
に
捉

え
る
に
は
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
が
、
文
献
�
（
一
一
八
〜
九
頁
）、
文

献
�
（
九
六
頁
以
下
）
な
ど
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
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岡
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（
編
）（
一
九
六
一
）『
富
士
谷
成
章
全
集
・
上
』（
風
間
書
房
）

�
竹
岡
正
夫
（
解
説
）（
一
九
七
八
）『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』（
勉
誠
社
文
庫
・
四
五
）

�
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
三
）「
集
中
的
専
一
性
に
お
け
る
項
目
限
定
性
と
事
態
波
及
性
―
古

今
和
歌
集
に
お
け
る
副
助
詞
ノ
ミ
の
意
味
的
な
は
た
ら
き
方
を
め
ぐ
っ
て
―
」
藤
岡
忠
美

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
六
二



先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究
』（
和
泉
書
院
）
所
収

�
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
副
助
詞
ダ
ニ
の
諸
用
法
と
そ
の
連
関

―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
基
づ
く
統
一
的
理
解
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
二

八
号

�
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
中
古
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少

性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
〇
号

�
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽

少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
言
語
文
化
』
六
号

�
中
田
祝
夫
（
解
説
）（
一
九
七
七
）『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
勉
誠
社
文
庫
・
一
六
）

�
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）

�
丹
羽
哲
也
（
一
九
九
二
）「
副
助
詞
に
お
け
る
程
度
と
取
り
立
て
」『
人
文
研
究
』
四
四
巻

一
三
分
冊
（
大
阪
市
立
大
学
）

�
丹
羽
哲
也
（
二
〇
〇
六
）「「
取
り
立
て
」
の
概
念
と
「
取
り
立
て
助
詞
」
の
設
定
に
つ
い

て
」『
文
学
史
研
究
』
四
六
（
大
阪
市
立
大
学
）

	
野
口
理
世
（
二
〇
〇
〇
）「
古
今
和
歌
集
の
「
だ
に
」
に
つ
い
て
」『
高
知
大
国
文
』
三
〇

号


宮
田
和
一
郎
（
一
九
六
〇
）「
古
今
和
歌
集
解
釈
の
再
吟
味
（
八
）」『
解
釈
』
六
巻
七
・
八

号
�
森
重

敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三

巻
二
号

�
山
田
小
枝
（
一
九
九
七
）『
否
定
対
極
表
現
』（
多
賀
出
版
）


山
田
孝
雄
（
一
九
〇
八
）『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
）

（
田
中
敏
生

四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）

『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
六
三


