
【
論
文
概
要
】
後
拾
遺
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
〈
周
縁
波
及
性
〉
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
方
の

記
述
を
試
み
る
。
そ
の
際
、
ダ
ニ
の
用
法
を
四
つ
の
タ
イ
プ
（
①
願
望
表
現
、
②
仮
定
条
件
句
、
③
否
定
表
現
、
④
類
推
表
現
）
に
分
か
ち
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お

い
て
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
観
察
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
の
両
契
機
を
具
備
す
る
と
い
う
意
味
で
の
こ
の

語
の
副
助
詞
性
を
も
確
認
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
後
拾
遺
和
歌
集

副
助
詞

ダ
ニ

相
対
的
軽
少
性

群
数
性

程
度
量
性

は
じ
め
に

本
稿
は
、『
後
拾
遺
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
方

の
記
述
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ダ
ニ
の
基
本
的
意
義
を
「
小
」
の
側
で
捉
え
る
こ
と
は
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る

し
、
こ
の
語
が
複
数
の
用
法
を
持
つ
こ
と
も
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

研
究
の
流
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
く
る
一
つ
の
課
題
は
、
想
定
さ
れ
る
基
本
的
意
義
に

基
づ
い
て
こ
の
語
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
立
て
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
―
―
そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
、
こ
れ

ま
で
万
葉
集
や
三
代
集
、
ま
た
平
安
朝
和
文
作
品
な
ど
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
観
察

を
試
み
て
き
た（
文
献
⑦
〜
⑭
）。
こ
こ
で
は
、
前
者
に
ま
つ
わ
る
継
続
作
業
と
し
て
、

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
用
例
を
求
め
な
が
ら
、
同
様
の
検
討
を
施
し
た
い
。
即
ち
、
ダ

ニ
が
あ
る
文
中
で
用
い
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
語
の
接
す
る
語
句
が
想
定
さ
れ
る
他
の
要

素
に
較
べ
て
相
対
的
に
小
さ
な
要
因
で
あ
る
こ
と
示
す
と
い
う
点
に
こ
の
語
の
基
本
的

意
義
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
こ
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
見

て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
語
の
使
用
実
態
を
些
か
な
り
と
も
明
ら
か

に
し
て
お
こ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、通
俊
が
後
拾
遺
和
歌
集
を
撰
進
し
た
の
は
応
徳
三
年（
一
〇
八
六
）

の
こ
と
で
あ
り
、
白
河
上
皇
に
よ
る
院
政
の
開
始
と
恰
も
時
を
同
じ
く
す
る
が
、
収
め

ら
れ
た
歌
は
、
村
上
天
皇
の
頃
か
ら
白
河
天
皇
の
頃
ま
で
約
一
三
〇
年
間
の
も
の
で
あ

り
、
摂
関
政
治
華
や
か
な
り
し
頃
の
文
華
を
集
め
て
、
そ
の
残
映
に
も
及
ぶ
。
本
稿
で

も
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
時
期
の
歌
言
葉
に
材
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
後
拾
遺
集
の
ダ
ニ
凡
そ
六
十
六

例
（
注
①
）
を
、
そ
の
構
文
環
境
の
面
か
ら
次
の
よ
う
に
分
か
ち
つ
つ
検
討
を
進
め
る

が
、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
を
両
々
あ
い
兼
ね
備
え
る
と
い
う
意
味
で
の
副

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ

―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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助
詞
性
（
注
②
）
を
、
こ
の
文
献
で
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
、
確
か
め
る
作
業
と
も
な

る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
願
望
表
現

一
七
例

（
2
）
仮
定
条
件
句

九
例

（
3
）
否
定
述
語

一
六
例

（
4
）
類
推
表
現

二
四
例

〔
合
計

六
六
例
〕

一

願
望
表
現

願
望
表
現
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
十
七
例
見
え
る
。
こ
こ
で
願
望
表
現
と
い
う
の

は
、
命
令
形
に
よ
る
命
令
や
、
助
動
詞
「
む
」
に
よ
る
意
志
、
終
助
詞
に
よ
る
希
求
な

ど
、
事
柄
の
実
現
を
望
む
表
現
を
広
く
さ
す
。
一
般
に
願
望
表
現
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ

は
、
願
望
の
内
容
に
ま
つ
わ
る
要
素
に
接
す
る
こ
と
で
、
そ
の
要
素
が
、
想
定
さ
れ
る

よ
り
大
き
な
も
の
か
ら
数
歩
引
き
下
が
っ
た
低
い
段
階
の
も
の
と
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
全
体
と
し
て
は
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
所
謂「
最
低
限
願
望
」（
文
献
③
、
三
七
頁
・
四
〇
頁
）の
用
法
で
あ
る
。〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

願
望
を
表
わ
す
形
の
面
で
は
、
次
の
よ
う
な
種
類
が
見
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
順
に
検

討
を
進
め
る
。

1：

命
令
形
に
よ
る
も
の

六
例

2：

「
む
」
に
よ
る
も
の

三
例

3：

「
て
し
が
な
」
に
よ
る
も
の

三
例

4：

「
じ
」
に
よ
る
も
の

三
例

5：

省
略
表
現
に
よ
る
も
の

二
例

第
一
に
、
命
令
形
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
、
次
の
六
例
で
あ
る
。

①
か
ぎ
り
あ
ら
ん
仲
は
は
か
な
く
な
り
ぬ
ら
ん
露
け
き
萩
の
上
を
だ
に
と
へ
（
秋

上
・
二
九
九
、
和
泉
式
部
）

②
み
る
め
こ
そ
近
江
の
海
に
か
た
か
ら
め
吹
き
だ
に
か
よ
へ
志
賀
の
浦
風
（
恋
三
・

七
一
七
、
伊
勢
大
輔
）

③
思
ひ
に
は
露
の
い
の
ち
ぞ
消
え
ぬ
べ
き
言
の
葉
に
だ
に
か
け
よ
か
し
君
（
恋
四
・

八
一
三
、
兼
家
）

④
な
が
し
と
て
明
け
ず
や
は
あ
ら
ん
秋
の
夜
は
待
て
か
し
真
木
の
戸
許
を
だ
に
（
雑

二
・
九
六
七
、
和
泉
式
部
）

⑤
白
波
の
立
ち
な
が
ら
だ
に
長
門
な
る
豊
浦
の
里
の
と
よ
ら
れ
よ
か
し
（
雑
六
・
一

二
一
六
、
能
因
）

⑥
有
明
の
月
だ
に
あ
れ
や
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ゞ
ひ
と
声
の
ゆ
く
か
た
も
見
ん
（
夏
・
一

九
二
、
藤
原
頼
通
）

①
は
、
八
月
の
末
に
萩
の
枝
に
つ
け
て
人
の
も
と
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る（
詞
書
）。「
人

と
人
と
の
仲
に
は
限
り
が
あ
っ
て
空
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
し
か
し
）

せ
め
て
露
に
濡
れ
て
し
お
た
れ
て
い
る
萩
を
尋
ね
て
き
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
趣
意
を

詠
み
込
ん
で
い
る（
注
③
）。「
二
人
の
仲
が
壊
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
が
何
よ
り
だ
が
、

そ
れ
が
望
め
な
い
な
ら
せ
め
て
」
と
い
っ
た
含
み
が
見
て
取
れ
よ
う
。
望
ま
し
さ
の
度

合
い
に
お
い
て
相
対
的
に
低
い
段
階
に
属
す
る
要
素
が
ダ
ニ
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
が
表
わ
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。②

は
、
夫
の
高
階
成
順
が
石
山
寺
に
籠
も
っ
て
久
し
く
便
り
を
よ
こ
さ
な
か
っ
た
と

き
の
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
近
江
の
海
は
「
み
る
め
」
が
生
え
な
い
と
い
う
の
が
歌
人

た
ち
の
通
念
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
新
大
系
・
脚
注
）。
歌
意
は
「
近
江
の
海
で
す
か

ら
み
る
め
こ
そ
取
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
せ
め
て
志
賀
の
浦
風
は
吹
い
て
だ
け

で
も
通
っ
て
き
て
ほ
し
い
（
逢
う
の
は
難
し
く
て
も
、
便
り
だ
け
で
も
よ
こ
し
て
ほ
し

い
）」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
ろ
う
。「
実
際
に
逢
う
―
―
手
紙
が
来
る
」
と
い
っ
た
序

列
の
う
ち
の
、
低
い
ほ
う
の
要
素
を
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

（
注
④
）。

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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③
は
、「
恋
の
思
い
に
、
こ
の
は
か
な
い
命
が
（
陽
射
し
に
露
が
消
え
る
よ
う
に
）

消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
す
。
せ
め
て
あ
な
た
の
言
葉
に
だ
け
で
も
、（
私
の
こ
と

を
心
に
掛
け
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
）
命
を
懸
け
て
つ
な
ぎ
止
め
て
下
さ
い
」
と
の
意
で

あ
ろ
う
。「
恋
の
思
い
が
成
就
す
る
―
―
命
だ
け
で
も
つ
な
ぎ
止
め
る
」
と
い
っ
た
望

ま
し
さ
の
序
列
が
見
て
取
ら
れ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
う
し
た
軽
重
関
係
を
ふ
ま
え
つ
つ

自
身
の
意
義
を
供
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

④
は
、
詞
書
に
《
門
遅
く
開
く
と
て
、
帰
り
に
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
》

と
あ
る
。
よ
く
似
た
状
況
の
も
と
、
蜻
蛉
日
記
の
作
者
が
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
を
詠
ん

だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
著
明
で
あ
ろ
う
（
天
暦
九
年
の
条
、
小
学
館
・
新
編
、
一
〇
〇
〜
一

〇
一
頁
。
ま
た
大
鏡
・
兼
家
伝
、
新
編
、
二
五
〇
頁
。
拾
遺
集
・
九
一
二
に
も
）。
そ

の
時
に
は
歌
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
歌
を
送
っ

て
い
る
。「
い
く
ら
長
い
秋
の
夜
で
も
い
つ
か
は
明
け
る
よ
う
に
、
仮
に
手
間
取
っ
た

と
し
て
も
戸
を
開
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
あ
る
は
ず
が
な
い
）。
真
木
の

戸
を
あ
け
る
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
間
ぐ
ら
い
待
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
」
と
い
っ
た

趣
旨
で
あ
ろ
う
。「
長
い
間
待
つ
―
―
ほ
ん
の
少
し
の
間
待
つ
」
と
い
っ
た
軽
重
差
を

明
ら
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
⑤
）。

⑤
は
、
こ
れ
か
ら
長
門
の
国
へ
下
る
人
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る（
詞
書
）。
歌
意
は
、「
あ

な
た
は
は
る
か
遠
い
豊
浦
へ
と
行
っ
て
し
ま
わ
れ
る
が
、
そ
の�
と
よ
ら
�に
因
ん
で
、

出
立
の
つ
い
で
に
だ
け
で
も
よ
い
の
で
、�
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
る
（
と
よ
る
）�
と
い
う

こ
と
を
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
取
れ
よ
う
。
人
を
訪
ね
る
に
際
し

て
の
心
の
入
れ
方
を
め
ぐ
っ
て
、「
そ
れ
を
こ
そ
目
的
と
し
て
訪
問
す
る
―
―
つ
い
で

に
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
る
」
と
い
っ
た
序
列
を
考
え
れ
ば
、「
立
ち
な
が
ら
」
の
軽
少
要

因
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
つ
つ
自
身
の
意

義
を
は
た
ら
か
せ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑥
）。

⑥
は
、
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
年
）
に
催
さ
れ
た
祐
子
内
親
王
家
歌
合
の
、
後
宴
で

の
詠
で
あ
り
（
詞
書
）、
今
鏡
（
巻
四
・
雲
の
か
へ
し
）
に
も
引
か
れ
て
い
る
（
文
献

⑩
、
八
四
頁
）。「
あ
れ
や
」
の
「
や
」
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
文
献
⑲
、
一
四
六
頁
）
に

言
う「
願
ふ
伏
や
」で
あ
り
、
こ
の
歌
が
証
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
里
言
は《
テ

ク
レ
ヨ
カ
シ
》
で
あ
り
、
実
現
を
望
む
云
い
方
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で

も
ダ
ニ
は
、「
郭
公
が
飛
び
去
ら
ず
に
居
て
く
れ
る
―
―
飛
ん
で
い
っ
た
方
角
だ
け
で

も
な
が
め
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
助
動
詞
「
む
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
三
例
が
挙

げ
ら
れ
る
。

①
夜
も
す
が
ら
な
が
め
て
だ
に
も
慰
め
む
明
け
て
見
る
べ
き
秋
の
空
か
は
（
秋
下
・

三
七
六
、
源
兼
長
）

②
今
日
ば
か
り
霞
ま
ざ
ら
な
ん
あ
か
で
行
く
都
の
山
は
か
れ
と
だ
に
見
ん
（
羈
旅
・

五
一
二
、
増
基
法
師
）

③
し
の
び
つ
ゝ
や
み
な
む
よ
り
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
だ
に
人
に
知
ら
せ
ん
（
恋

一
・
六
一
〇
、
嘉
言
）

①
は
、
九
月
末
日
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
歌
意
は
、「
せ
め
て
一
晩
中
眺
め

て
だ
け
で
も
名
残
惜
し
さ
を
慰
め
よ
う
。
明
日
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
も
う
秋
の
空
で
は

な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
秋
の
空
を
引
き
続
き
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
が
一
番
よ
い
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
」
と
い
っ
た
含

み
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
望
ま
し
さ
の
よ
り
低
い
段
階
に
関
わ

る
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
は
、
遠
近
江
へ
出
か
け
る
と
き
比
叡
山
を
思
い
な
が
ら
の
詠
と
さ
れ
る
（
藤
本
全

釈
）。「
今
日
だ
け
は
霞
が
立
た
な
い
で
ほ
し
い
。（
都
の
山
を
ま
だ
ま
だ
眺
め
て
い
た

い
の
だ
が
）
せ
め
て
�
あ
れ
が
そ
う
だ
な
�
と
だ
け
で
も
見
た
い
か
ら
」
と
い
っ
た
意

味
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。「
心
ゆ
く
ま
で
見
る
―
―
単
に
同
定
す
る
程
度
に
見
る
」
と

い
っ
た
序
列
を
考
え
れ
ば
、「
か
れ
と
」
の
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ

も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
示
す
こ
と
で
、「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す

の
に
働
く
わ
け
で
あ
る
。

③
は
、「
人
知
れ
ず
恋
い
慕
っ
た
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
り
は
、
こ
の
人
に
は
こ

の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
あ
の
人
に
知
ら
せ
よ
う
」
と
い

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

八
九



っ
た
趣
意
の
歌
で
あ
る
。「
そ
の
人
と
結
ば
れ
る
―
―
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け

で
も
知
っ
て
も
ら
う
」
と
い
っ
た
序
列
は
、
た
や
す
く
読
み
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、「
て
し
が
な
」と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
と
し
て
、
次
の
三
例
が
あ
る
。

①
ひ
と
り
し
て
な
が
む
る
宿
の
つ
ま
に
お
ふ
る
し
の
ぶ
と
だ
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な

（
恋
一
・
六
一
七
、
藤
原
通
頼
）

②
つ
れ
な
く
て
や
み
ぬ
る
人
に
い
ま
は
た
ゞ
恋
死
ぬ
と
だ
に
聞
か
せ
て
し
が
な
（
恋

一
・
六
五
八
、
中
原
政
義
）

③
君
を
だ
に
浮
べ
て
し
が
な
涙
川
沈
む
な
か
に
も
淵
瀬
あ
り
や
と
（
雑
三
・
九
八

四
、
藤
原
元
真
）

①
も
、《
お
も
ふ
心
を
し
ら
せ
ま
ほ
し
き
こ
ゝ
ろ
》（
抄
）
を
詠
ん
で
い
る
。「（
一
人

物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
家
の
軒
に
生
え
て
い
る
忍
ぶ
草
で
は
な
い
が
）
あ
の
人
の
こ

と
を
偲
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
伝
え
た
い
も
の
だ
」
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
、
先
の
③
と
同
様
の
あ
り
方
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

②
も
同
様
で
あ
る
。
伏
見
の
山
荘
と
し
て
名
高
い
俊
綱
の
邸
で
、「
恋
」
の
題
を
探

り
得
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
冷
淡
な
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
人
に
、
い
ま

は
た
だ�
恋
い
死
ぬ
�と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
聞
か
せ
た
い
も
の
だ
」と
歌
っ
て
い
る
。

「
思
い
が
成
就
す
る
―
―
恋
い
死
ぬ
と
だ
け
で
も
知
ら
せ
る
」
と
い
っ
た
序
列
を
考

え
れ
ば
、
庶
幾
す
る
内
容
の
軽
少
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

③
は
、
詞
書
に
《
は
ら
か
ら
な
る
人
の
沈
み
た
る
よ
し
い
ひ
に
お
こ
せ
て
侍
り
け
る

返
事
に
つ
か
は
し
け
る
》
と
あ
る
。「
あ
な
た
を
だ
け
で
も
浮
か
べ
て
あ
げ
た
い
も
の

だ
。
涙
の
川
に
沈
ん
で
い
る
な
か
に
も
、
淵
や
瀬
が
あ
る
か
ど
う
か
確
か
め
て
み
た
い

か
ら
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。「
二
人
と
も
昇
進
す
る
―
―
一
人
だ
け
で
も
そ
う
な
る
」

と
い
っ
た
願
望
の
序
列
が
想
定
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
低
い
方
に
ま
つ
わ
る
要

素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
四
に
、
助
動
詞
「
じ
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
、
次
の
三
例
で
あ
る
。

①
さ
び
し
さ
に
煙
を
だ
に
も
た
ゝ
じ
と
て
柴
折
り
く
ぶ
る
冬
の
山
里
（
冬
・
三
九

〇
、
和
泉
式
部
）

②
山
の
は
に
か
く
れ
な
は
て
そ
秋
の
月
こ
の
よ
を
だ
に
も
や
み
に
ま
ど
は
じ
（
雑

一
・
八
六
七
、
藤
原
範
永
）

③
明
け
ば
ま
づ
た
づ
ね
に
行
か
む
山
桜
こ
れ
ば
か
り
だ
に
人
に
お
く
れ
じ
（
春
上
・

八
三
、
橘
元
任
）

①
は
、《
百
首
歌
と
い
う
観
念
的
な
想
像
世
界
の
中
で
山
里
へ
の
憧
憬
を
》
詠
ん
だ

歌
と
さ
れ
る
（
川
村
氏
「
解
説
」
・
一
三
頁
）。
歌
意
は
、「
人
の
居
な
い
寂
し
さ
が
耐

え
難
い
の
で
、
せ
め
て
煙
だ
け
で
も
途
切
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
、
こ
の
山
里

で
柴
を
折
り
く
べ
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
人
が
途
絶
え
ず
に
訪
れ
て

き
て
孤
独
を
感
じ
ず
に
済
む
な
ら
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
が
望
め
な
い

の
で
せ
め
て
」
と
い
っ
た
含
み
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
望
ま
し
さ
の

度
合
い
に
お
い
て
よ
り
低
い
段
階
に
属
す
る
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

②
は
、
詞
書
に
《
侍
従
の
尼
広
沢
に
こ
も
る
と
聞
き
て
つ
か
は
し
け
る
》
と
あ
る
。

侍
従
の
尼
は
伝
未
詳
で
あ
り
、
広
沢
は
右
京
区
嵯
峨
広
沢
の
遍
昭
寺
か
と
さ
れ
る
。

「
月
」
で
尼
を
暗
に
指
し
つ
つ
詠
ん
で
い
る
。「
秋
の
月
は
、
山
の
端
に
隠
れ
て
し
ま

わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
せ
め
て
こ
の
世
で
だ
け
で
も
闇
に
惑
う
ま
い
と
思
い
ま
す
の

で
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
範
囲
を
「
こ
の
世
」
と
狭
く
限
っ
て
い
る
点
に
、
そ

の
軽
少
要
因
性
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
よ
う
。

③
は
、「
山
桜
を
訪
ね
る
こ
と
だ
け
で
も
人
に
遅
れ
ま
い
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
歌
で

あ
る
。
春
の
歌
で
あ
る
が
、
季
吟
の
抄
は
、《
官
位
才
覚
等
、
人
に
お
く
る
る
述
懐
な

る
べ
し
》
と
注
す
る
。
バ
カ
リ
は
「
僅
か
に
〜
だ
け
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
些
少
性
・
局

限
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
（
注
⑦
）、
そ
こ
に
さ
ら
に
ダ
ニ
を
添
え
つ
つ
、
文
全
体

と
し
て
は
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
バ

カ
リ
は
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
を
分
節
的
に
明
示
化
す
る
は
た
ら
き
を

担
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
せ
め
て
こ
れ
だ
け
は
」
と
い
っ
た
気
味
あ
い
が
、

よ
り
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
季
吟
が
、
先
の
注
解
に
続
け
て
《
こ
れ
ば

か
り
と
い
ふ
に
、
心
ふ
か
く
こ
も
れ
り
》
と
評
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
を
汲
み
取

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

九
〇



っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注
⑧
）。

最
後
に
、
省
略
表
現
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
例
が
見
え
る
。

①
落
ち
つ
も
る
庭
を
だ
に
と
て
見
る
物
を
う
た
て
あ
ら
し
の
掃
き
に
掃
く
か
な
（
雑

六
・
一
二
〇
七
、
増
基
法
師
）

②
こ
れ
を
だ
に
か
た
み
と
思
ふ
を
都
に
は
葉
が
へ
や
し
つ
る
椎
柴
の
袖
（
哀
傷
・
五

八
三
、
一
条
天
皇
）

①
は
、
詞
書
に
《
紅
葉
の
散
り
は
て
が
た
に
風
い
た
く
吹
き
侍
け
れ
ば
》
と
あ
る
。

歌
意
は
「（
紅
葉
の
き
れ
い
な
木
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
ち
ば
ん
よ
い
の
だ
が
、

そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
）
せ
め
て
庭
に
落
ち
積
も
っ
た
紅
葉
を
だ
け
で
も
目
に
収
め
て

お
こ
う
と
思
っ
て
見
て
い
る
の
に
、
厭
な
こ
と
に
、
嵐
が
吹
い
て
こ
れ
で
も
か
と
い
う

ぐ
ら
い
に
吹
き
払
っ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
ろ
う
。「
紅
葉
し
て
い
る
木
を

眺
め
る
―
―
庭
に
散
り
積
も
っ
た
紅
葉
を
見
る
」
と
い
っ
た
序
列
を
考
え
れ
ば
、
そ

の
軽
少
要
因
性
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

②
は
、
詞
書
に
《
円
融
院
法
王
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
又
の
年
、
御
は
て
の
わ
ざ
な
ど

の
頃
に
や
あ
り
け
ん
、
内
裏
に
侍
り
け
る
御
乳
母
の
藤
三
位
の
局
に
、
胡
桃
色
の
紙
に

老
法
師
の
手
の
ま
ね
を
し
て
書
き
て
さ
し
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
》
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
円
融
院
の
一
周
忌
の
法
要
は
、
正
暦
三
年
（
九
九
二
年
）
に
仁
和
寺
で
執
り
行
な

わ
れ
た
。「
藤
三
位
」
は
藤
原
繁
子
の
こ
と
と
さ
れ
る
。「
こ
の
喪
服
を
だ
け
で
も
形
見

に
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
都
で
は
も
う
、
こ
の
椎
柴
の
喪
服
を
脱
ぎ
替
え
て
常
の
服
装

に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
ん
で
い
る
。「
円
融
院
が
亡
く
な

ら
ず
に
生
き
て
い
て
く
れ
る
―
―
喪
服
を
だ
け
で
も
形
見
に
す
る
」
と
い
っ
た
序
列

が
想
定
で
き
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
う
し
た
中
で
自
身
の
意
義
を
供
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
（
注
⑨
）。

以
上
の
検
討
か
ら
、
願
望
表
現
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
願
望
内
容
を
相
対
的
に
低

い
段
階
へ
と
引
き
下
げ
る
形
で
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
さ
ま

が
観
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

二

仮
定
条
件
句
と
関
わ
る
も
の

仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
、
九
例
見
え
る
。
一
般
に
仮
定
条
件
句
で
用
い

ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
条
件
句
を
構
成
す
る
要
素
に
接
す
る
こ
と
で
、
そ
の
要
素
が
想
定
さ

れ
る
よ
り
大
き
な
段
階
に
較
べ
て
相
対
的
に
低
い
段
階
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
条
件
句
全
体
と
し
て
は
、
後
件
が
成
り
立
つ
た
め
の
要
件
が
、
ほ
と
ん
ど
最

低
水
準
と
も
言
う
べ
き
段
階
の
も
の
で
も
十
分
で
あ
る
こ
と
が
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
意

味
で
「
最
低
十
分
条
件
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義

が
、
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
。

①
忘
れ
な
ん
そ
れ
も
う
ら
み
ず
思
ふ
ら
ん
恋
ふ
ら
ん
と
だ
に
思
お
こ
せ
ば
（
恋
三
・

七
六
六
、
源
高
明
）

②
夜
だ
に
明
け
ば
た
づ
ね
て
聞
か
む
ほ
と
ゝ
ぎ
す
信
太
の
森
の
か
た
に
鳴
く
な
り

（
夏
・
一
八
九
、
能
因
）

③
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
な
り
け
り
思
ひ
知
る
人
だ
に
あ
ら
ば
問
ひ
こ
そ
は
せ
め
（
恋

四
・
八
〇
〇
、
和
泉
式
部
）〔
和
泉
式
部
集
（
正
集
・
六
九
二
）
で
は
下
句
《
人

よ
に
あ
ら
ば
と
ひ
も
し
て
ま
し
》
で
ダ
ニ
は
見
え
な
い
（
本
文
は
大
観
・
Ⅲ
）〕

④
や
へ
ぶ
き
の
ひ
ま
だ
に
あ
ら
ば
蘆
の
家
に
音
せ
ぬ
風
は
あ
ら
じ
と
を
知
れ
（
雑

二
・
九
五
六
、
定
頼
）

⑤
つ
れ
も
な
き
人
も
あ
は
れ
と
い
ひ
て
ま
し
恋
す
る
ほ
ど
を
知
ら
せ
だ
に
せ
ば
（
恋

一
・
六
四
六
、
赤
染
衞
門
）

⑥
桜
さ
へ
（
他
本：

さ
く
）
春
は
夜
だ
に
な
か
り
せ
ば
夢
に
も
も
の
は
思
は
ざ
ら
ま

し
（
春
上
・
九
八
、
能
因
）

⑦
風
だ
に
も
吹
き
は
ら
は
ず
は
庭
桜
散
る
と
も
春
の
ほ
ど
は
見
て
ま
し
（
春
下
・
一

四
八
、
和
泉
式
部
）

⑧
い
た
づ
ら
に
身
は
な
り
ぬ
と
も
つ
ら
か
ら
ぬ
人
ゆ
ゑ
と
だ
に
思
は
ま
し
か
ば
（
雑

一
・
八
八
二
、
不
知
）

⑨
都
い
づ
る
今
朝
許
だ
に
は
つ
か
に
も
あ
ひ
み
て
人
を
別
れ
ま
し
か
ば
（
別
・
四
六

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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四
、
増
基
法
師
）

①
は
、「
き
っ
と
忘
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
も
恨
む
つ
も
り
は
な
い
。
こ
ち
ら

の
気
持
を
�
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
・
恋
い
慕
っ
て
い
る
だ
ろ
う
�
と
だ
け
で
も
思
い
遣

っ
て
く
れ
る
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。「
恨

み
ず
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
逢
っ
て
く
れ
る
と
か
優
し
い
言
葉
を
か

け
て
く
れ
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
自
分
の
こ
と
を
思
い
遣
っ
て
く
れ

る
と
い
う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
条
件
句
の
内
容
を

最
低
ラ
イ
ン
と
も
言
う
べ
き
段
階
に
ま
で
引
き
下
げ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
見
て
取
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

②
は
、
郭
公
が
信
太
の
森
の
ほ
う
で
鳴
い
て
い
て
、
そ
れ
を
聞
き
に
行
く
こ
と
が
成

り
立
つ
た
め
に
は
、「
夜
が
明
け
る
」
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
条
件
が
揃
え
ば
十
分

だ
、
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
条
件
句
の
内
容

を
最
低
限
の
段
階
に
ま
で
引
き
下
げ
る
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉

の
意
義
に
お
い
て
そ
う
す
る
わ
け
で
あ
る
。

③
は
、「
こ
の
上
な
く
辛
い
身
の
上
だ
っ
た
こ
と
だ
。
も
し
私
の
思
い
を
知
る
人
だ

け
で
も
あ
れ
ば
、
訪
れ
て
き
て
く
れ
る
は
ず
な
の
だ
が
（
実
際
に
は
そ
ん
な
人
は
い
な

い
か
ら
誰
も
来
は
し
な
い
）」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
私
の
も
と
を
人
が
訪
れ
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
私
の
思
い
を
知
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い

う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
の
が
、
ダ
ニ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
意

味
あ
い
で
あ
ろ
う
。
私
の
こ
と
を
恋
い
焦
が
れ
て
く
れ
る
と
か
、
深
く
同
情
を
寄
せ
て

く
れ
る
と
か
、そ
う
い
っ
た
人
で
な
く
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
っ
て
、そ
う
し
た
意
味
で
、

ダ
ニ
は
、
最
低
十
分
条
件
を
構
成
す
る
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。

④
は
、
相
模
か
ら
《
こ
と
の
は
に
つ
け
て
も
な
ど
か
問
は
ざ
ら
ん
よ
も
ぎ
の
宿
も
わ

か
ぬ
あ
ら
し
を
》
と
贈
っ
て
き
た
の
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。
訪
ね
て
き
て
ほ
し
い
む

ね
慫
慂
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
も
し
暇
が
あ
れ
ば
、
必
ず
行
き
ま
す
」
と
応
じ
た
わ

け
で
あ
る
。「
や
へ
ぶ
き
」は
、
蘆
を
幾
重
に
も
重
ね
て
葺
い
て
い
る
こ
と
を
言
う
。「
そ

の
よ
う
な
隙
間
の
な
い
中
に
僅
か
な
時
間
で
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
一
も
二
も

な
く
」と
い
う
の
が
、こ
こ
で
の
ダ
ニ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
気
味
あ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑤
は
、
薄
情
な
人
の
心
を
動
か
し
た
い
む
ね
詠
ん
で
い
る
。「
ほ
ど
」
は
程
度
の
意

と
さ
れ
る
（
新
大
系
・
脚
注
）。
こ
れ
に
従
っ
て
意
味
を
取
る
と
、「
ど
れ
ほ
ど
私
が
恋

い
慕
っ
て
い
る
か
を
伝
え
さ
え
す
れ
ば
、
冷
た
い
あ
の
人
も
心
に
触
れ
る
も
の
が
あ
る

に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
が
心
の
底
か
ら
し
み
じ
み

と
感
じ
入
る
こ
と
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
自
分
の
思
い
の
深
さ
を
伝
え
る
と
い
う
、

た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
分
だ
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
、
ダ
ニ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑥
は
、《
夜
、
桜
を
思
ふ
と
い
ふ
心
》（
詞
書
）
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
夜
が
な
い

と
い
う
条
件
が
整
う
な
ら
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
う
、
桜
の
こ
と
で
思
い
煩
う
と
い

う
こ
と
は
せ
ず
に
済
む
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
ダ
ニ
は
、
後
件
成
立

の
た
め
の
要
件
を
大
き
く
引
き
下
げ
て
、
単
に
「
夜
が
な
い
」
と
い
う
僅
か
な
も
の
に

限
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ

る
あ
り
さ
ま
が
見
て
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
ダ
ニ
は
「
な
し
」
と
共
存
し
て
い
る
が
、

仮
定
条
件
と
の
結
び
付
き
の
ほ
う
を
第
一
義
的
と
見
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）。

⑦
は
、
詞
書
に
《
庭
に
桜
の
多
く
散
り
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
》
と
あ
る
。
庭
に
散

っ
た
桜
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
見
て
い
た
い
旨
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
風
が
吹
き
払
う
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
要
件
が
揃

え
ば
十
分
だ
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
仮
定
条
件
句
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
意
味
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
最
低
十
分
条
件
の
構
成
に
与
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑩
）。

⑧
は
、
詞
書
に
《
忍
ぶ
る
こ
と
あ
る
女
に
中
納
言
兼
頼
忍
び
て
通
ふ
と
聞
き
て
、
男

絶
え
侍
り
に
け
り
、
中
納
言
さ
へ
又
か
れ
�
�
に
な
り
侍
り
け
れ
ば
、
女
の
よ
め
る
》

と
述
べ
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
歌
意
は
「
た
と
え
自
分
は
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
な
い
人
間

に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
冷
た
く
な
い
人
故
だ
と
だ
け
で
も
思
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
救
わ
れ
る
の
だ
が
（
実
際
に
は
そ
う
思
う
こ
と
は
で
き
ず
、
悲
し
い
限
り
だ
）」
と

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
っ
て
必
要
な
の
は
、
冷
た
く

な
い
人
故
に
こ
う
な
っ
た
と
思
え
る
と
い
う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
分
だ
―
―

そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
を
表
わ
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉

の
意
義
に
お
い
て
そ
れ
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑨
は
、
東
へ
行
く
た
め
に
京
都
を
離
れ
る
日
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
都
を

後
に
す
る
今
朝
だ
け
で
も
、
ほ
ん
の
僅
か
に
で
も
そ
の
人
に
逢
っ
て
か
ら
別
れ
る
こ
と

が
で
き
る
と
よ
い
の
だ
が
（
実
際
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ず
顔
も
見
な
い
ま
ま
別
れ

る
こ
と
に
な
る
）」
と
い
っ
た
趣
意
の
歌
で
あ
る
。『
増
基
法
師
集
』（
大
観
・
Ⅲ
）
に

は
《
三
月
十
日
、
あ
づ
ま
へ
ま
か
る
に
、
つ
つ
み
て
あ
ひ
み
ぬ
人
を
お
も
ふ
》
と
あ
っ

て
、
愛
し
い
人
を
胸
中
に
想
い
描
い
て
い
る
ら
し
い
事
情
が
窺
わ
れ
る
。
帰
結
部
分
は

省
略
さ
れ
て
い
る
が
、《
せ
め
て
な
ぐ
さ
め
む
物
を
》（
抄
）
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
明

ら
か
に
汲
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
ほ
ん
の
一
目
見
る
と
い
う
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
条
件
内
容
の
形
成

へ
と
向
け
て
、
ダ
ニ
の
意
義
が
供
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑪
）。

こ
う
し
て
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
あ
っ
て
も
、
条
件
句
の
内
容
を
最

低
限
と
も
言
う
べ
き
段
階
に
ま
で
引
き
下
げ
る
と
い
う
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意

義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

否
定
述
語

否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
十
六
例
見
え
る
。
一
般
に
否
定
述
語
と
と
も
に
用

い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
軽
少
な
要
因
を
示
す
の
に

は
た
ら
く
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
は
そ
れ
が
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
「
皆
無

性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ダ
ニ
の
接
す
る
要
素
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
軽
少
な

あ
り
方
を
帯
び
る
か
と
い
う
点
に
意
を
留
め
つ
つ
、
用
例
を
見
て
ゆ
く
。

第
一
に
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
自
体
に
軽
少
な
あ
り
方
が
備

わ
る
と
言
え
よ
う
。

〔
ひ
と
つ
〕

①
な
ゝ
へ
や
へ
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
（
雑

五
・
一
一
五
四
、
兼
明
親
王
）

〔
ま
た
〕

②
夜
も
す
が
ら
待
ち
つ
る
も
の
を
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ま
た
だ
に
鳴
か
で
過
ぎ
ぬ
な
る
か
な

（
夏
・
一
九
四
、
赤
染
衞
門
）

〔
し
る
し
〕

③
思
ふ
ら
ん
し
る
し
だ
に
な
き
下
紐
に
心
ば
か
り
の
何
か
と
く
べ
き
（
恋
一
・
六
三

四
、
不
知
）

④
年
へ
た
る
松
だ
に
な
く
は
あ
さ
ぢ
原
な
に
か
む
か
し
の
し
る
し
な
ら
ま
し
（
雑

四
・
一
〇
四
四
、
江
侍
従
）

〔
か
げ
〕

⑤
ふ
る
さ
と
の
三
輪
の
山
辺
を
た
づ
ぬ
れ
ど
杉
間
の
月
の
か
げ
だ
に
も
な
し
（
雑

二
・
九
四
〇
、
素
意
法
師
）

〔
あ
と
〕

⑥
鳥
も
ゐ
で
幾
代
へ
ぬ
ら
ん
勝
間
田
の
池
に
は
い
ひ
の
あ
と
だ
に
も
な
し
（
雑
四
・

一
〇
五
三
、
藤
原
範
永
）

〔
な
き
う
ち
〕

⑦
数
な
ら
ぬ
身
の
う
き
こ
と
は
世
の
中
に
な
き
う
ち
に
だ
に
入
ら
ぬ
な
り
け
り
（
雑

一
・
九
〇
〇
、
小
弁
）

〔
か
け
て
〕

⑧
か
け
て
だ
に
こ
ろ
も
の
裏
に
玉
あ
り
と
知
ら
で
す
ぎ
け
ん
か
た
ぞ
く
や
し
き
（
雑

三
・
一
〇
二
五
、
中
宮
内
侍
）

①
は
、
詞
書
に
《
小
倉
の
家
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、
雨
の
降
り
け
る
日
、
蓑
借
る
人

の
侍
り
け
れ
ば
、
山
吹
の
枝
を
折
り
て
取
ら
せ
て
侍
け
り
、
心
も
え
で
ま
か
り
す
ぎ
て

又
の
日
、
山
吹
の
心
え
ざ
り
し
よ
し
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
け
る
返
り
に
い
ひ
つ
か
は
し
け

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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る
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
実
の
一
つ
」
と
「
蓑
一
つ
」
と
の
懸
詞
仕
立
て
に
よ
る

歌
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。「
一
」
が
自
然
数
で
も
っ
と
も
小
さ
な
数

で
あ
る
こ
と
に
議
論
の
余
地
は
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
示
す
こ
と
で
、

「
雨
具
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
。《
わ
ず
か
な
分
量
を
引
き
合
い
に
し
て
否
定

を
強
調
す
る
》（
注
⑫
）
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ

っ
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
形
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

②
は
、
郭
公
が
一
声
し
か
鳴
か
な
か
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。「
ま
た＝

再
び
」

は
、
先
の
「
一
」
に
も
似
て
、
複
数
の
中
で
は
最
も
小
さ
な
数
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
に
軽
少
要
因
性
が
備
わ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
つ
つ
否
定

と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
反
復
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。

③
は
、
道
命
法
師
か
ら
《
逢
ふ
こ
と
は
さ
も
こ
そ
人
目
か
た
か
ら
め
心
ば
か
り
は
と

け
て
見
え
な
む
》
と
詠
ん
で
来
た
の
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
（
注
⑬
）。
相
手
か
ら
は

「
逢
う
の
が
難
し
く
て
も
、
心
だ
け
は
う
ち
解
け
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
き
た
の
に
対

し
て
「
思
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
し
る
し
さ
え
な
く
て
下
紐
が
解
け
る
こ
と
も
な
い
の

に
、
ど
う
し
て
心
だ
け
で
も
う
ち
解
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言
い
返
し

た
わ
け
で
あ
る
。下
紐
が
解
け
る
こ
と
は
相
手
が
強
く
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
こ
と
の「
し

る
し
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
夙
く
万
葉
集
に
も
《
我
妹
子
し
我
を
偲
ふ
ら
し
草
枕
旅

の
丸
寝
に
下
紐
解
け
ぬ
》（
巻
十
二
・
三
一
四
五
。
本
文
は
新
大
系
）
の
詠
が
見
え
る
。

こ
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
お
り
、「
し
る
し
」
は
、
本
体
と
し
て
の
事
象
を
彼
方
に

秘
め
て
の
徴
候
的
な
「
あ
ら
わ
れ
」
で
あ
り
、
二
次
的
な
間
接
性
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
も

ま
た
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
軽
少
な
要
素
を
示
す
こ
と
で
、「
人
を
思
う
心
の
皆
無
性
」

を
表
わ
す
に
至
る
と
言
え
よ
う
。

④
は
、
河
原
の
院
で
松
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
歌
意
は
「（
河
原
の
院
は
今

は
荒
れ
果
て
て
僅
か
に
年
を
経
た
松
だ
け
が
そ
の
名
残
を
留
め
て
い
る
が
）、
も
し
こ

の
松
だ
け
で
も
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
浅
茅
の
生
い
茂
っ
た
野
原
の
中

で
、
い
っ
た
い
何
が
昔
の
し
る
し
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
松
」
は
、
か
つ
て
の
河
原
の
院
の
「
名
残
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
帯
び
て

お
り
、
事
実
上
、
先
の
「
し
る
し
」
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
注
⑭
）。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
語
句
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
非
在
の
徹

底
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
否
定
と
の
組
み
合
わ
さ
り
を
第
一
義
的
と
見
て
、
こ
ち
ら
で
扱
っ
て
お
く
こ
と

に
し
た
）。

⑤
は
、
詞
書
に
《
三
輪
の
社
わ
た
り
に
侍
り
け
る
人
を
尋
ぬ
る
人
に
代
り
て
》
と
あ

る
。
古
今
（
九
八
二
）
の
《
わ
が
庵
は
三
輪
の
山
も
と
恋
し
く
は
訪
ひ
き
ま
せ
杉
た
て

る
か
ど
》
を
踏
ま
え
る
と
さ
れ
る
（
本
文
は
新
大
系
）。「
三
輪
の
山
辺
を
訪
ね
た
け
れ

ど
、（
杉
間
の
月
の
光
が
見
え
な
い
よ
う
に
）
御
当
人
は
お
ろ
か
、
そ
れ
ら
し
い
影
も

見
え
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
意
味
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
影
」
は
、

月
と
の
関
わ
り
で
は
「
光
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
と
の
そ
れ
で
は
「
姿
。
形
跡
」
を

指
す
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
（
藤
本
全
釈
・
下
、
三
八
七
頁
）。
こ
の
後
者
の
側
面
に

お
い
て
、
こ
の
語
は
、
二
次
的
・
間
接
的
な
あ
り
方
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま

た
そ
の
よ
う
な
語
句
を
掲
げ
る
こ
と
で
、「
人
の
気
配
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
る

と
言
え
よ
う
（
注
⑮
）。

⑥
は
、
頼
通
邸
で
の
歌
会
で
「
勝
間
田
の
池
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
い

ひ
」
は
、「
樋
の
口
」（
池
の
水
を
引
く
と
き
の
木
製
水
量
調
節
水
門
）
の
こ
と
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
勝
間
田
の
池
は
万
葉
集
に
も
そ
の
名
が
見
え
（
十
六
・
三
八
三
五
）、
枕

草
子
の
「
池
は
」
の
章
で
も
冒
頭
に
出
て
く
る
が
（
小
学
館
・
新
編
で
三
六
段
、
八
八

頁
）、
当
時
す
で
に
名
前
だ
け
の
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
こ

の
歌
で
も
、
鳥
ど
こ
ろ
か
樋
の
口
の
趾
さ
え
も
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
詠
み
込
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
し
る
し
」
や
「
か
げ
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
あ
と
」

も
ま
た
二
次
的
・
間
接
的
な
軽
少
性
を
帯
び
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要

素
に
接
す
る
こ
と
で
、「
非
在
の
徹
底
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
と
言
え
よ
う
。

⑦
は
、
詞
書
に
《
世
の
中
は
か
な
く
て
右
大
将
通
房
か
く
れ
侍
ぬ
と
聞
き
て
》
と
あ

る
。
通
房
は
頼
通
の
子
で
あ
り
、
疫
病
の
流
行
で
長
久
五
年
（
一
〇
四
四
年
）
に
亡
く

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

九
四



な
っ
た
。
今
鏡
で
は
享
年
十
八
歳
と
考
え
て
い
る
の
で
《
齢
も
ま
だ
廿
に
だ
に
な
ら
せ

給
は
ぬ
に
》と
記
さ
れ
て
い
る
が（
巻
四
・
梅
の
匂
ひ
、
朝
日
・
一
六
二
頁
。
文
献
⑩
、

八
六
頁
）、
弱
冠
二
十
歳
で
の
逝
去
で
あ
っ
た
（
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
・
上
』、
三
八

八
頁
。
新
大
系
の
脚
注
で
は
栄
花
・
巻
三
五
「
く
も
の
ふ
る
ま
ひ
」
を
引
照
す
る
）。

歌
意
は
、「
物
の
数
で
も
な
い
我
が
身
の
つ
ら
い
こ
と
と
言
え
ば
、
世
の
中
に
存
命
し

な
い
人
の
内
に
も
入
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
世
の
中

の
な
き
う
ち
」と
あ
る
点
に
、
軽
少
要
因
性
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、

そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
示
し
つ
つ
、「
重
要
度
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と

言
え
よ
う
（
注
⑯
）。

⑧
は
、
内
侍
が
尼
に
な
っ
た
と
き
、
加
賀
左
衞
門
か
ら
《
い
か
で
か
く
花
の
た
も
と

を
た
ち
か
へ
て
裏
な
る
玉
を
忘
れ
ざ
り
け
ん
》
と
詠
ん
で
き
た
の
に
対
す
る
返
歌
で
あ

る
。「
玉
」
は
菩
提
心
の
譬
え
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
褒

め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
気
付
く
の
が
遅
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
謙
辞
と
し
て
い
る
。

菩
提
心
が
あ
る
な
ど
と
は
思
い
も
懸
け
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ダ

ニ
は
、「
単
に
頭
に
思
い
浮
か
ぶ
」こ
と
を
掲
げ
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、

事
態
生
起
を
め
ぐ
る
「
順
当
感
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
（
注
⑰
）。

第
二
に
、
次
の
よ
う
な
例
で
も
、
歌
全
体
の
意
味
を
勘
案
す
れ
ば
、
当
該
語
句
の
軽

少
要
因
性
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

〔
〜
と
〕

①
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
ぐ
さ
さ
し
も
知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
想
ひ
を

（
恋
一
・
六
一
二
、
実
方
）

②
来
じ
と
だ
に
い
は
で
絶
え
な
ば
う
か
り
け
る
人
の
ま
こ
と
を
い
か
で
知
ら
ま
し

（
恋
三
・
七
五
三
、
相
模
）

③
さ
ゝ
が
に
の
い
づ
こ
に
人
を
あ
り
と
だ
に
心
ぼ
そ
く
も
知
ら
で
ふ
る
か
な
（
恋

四
・
七
九
一
、
元
輔
）

〔
そ
の
他
〕

④
い
づ
か
た
と
聞
き
だ
に
わ
か
ず
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ゞ
ひ
と
声
の
心
ま
ど
ひ
に
（
夏
・

一
九
七
、
嘉
言
）

①
は
、
詞
書
に
《
女
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
》
と
あ
る
。
第
一
・
二
句
は
「
こ

う
思
っ
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
ど
う
し
て
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
の
意

で
あ
ろ
う
。「
恋
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
告
げ
る
―
―
思
い
の
た
け

を
具
さ
に
述
べ
る
」
と
い
っ
た
序
列
が
考
え
ら
れ
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
小
な
る
要
素
を

掲
げ
示
し
つ
つ
反
語
に
よ
る
翻
り
を
受
け
る
こ
と
で
、「
衷
情
伝
達
の
全
き
不
可
能
性
」

を
表
わ
す
に
至
る
と
言
え
よ
う
。
先
の
願
望
表
現
に
も
、「
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
だ

に
人
に
知
ら
せ
ん
」「
し
の
ぶ
と
だ
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な
」
と
い
っ
た
云
い
方
が
見

え
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
僅
か
な
望
み
」
さ
え
も
叶
わ
な
い
こ
と
が
趣
意
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。

②
は
、
詞
書
に
《
中
納
言
定
頼
、
今
は
さ
ら
に
来
じ
な
ど
言
ひ
て
帰
り
て
、
音
も
し

侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歌
意
は
、「
も
う
来
ま
せ

ん
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
言
わ
ず
に
仲
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
つ
ら
い
人
が
�
過

た
ず
言
葉
通
り
の
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
�
を
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ

う
（
言
っ
て
下
さ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
知
ら
れ
た
の
で
す
）」
と
い
っ
た
ふ
う
に

な
ろ
う
。《
精
一
杯
の
皮
肉
》（
川
村
氏
・
頭
注
）
で
あ
る
。
訪
れ
て
来
る
つ
も
り
の
な

く
な
っ
た
人
の
言
葉
と
し
て
、「
来
じ
」と
い
う
の
は
、
言
い
訳
が
ま
し
い
理
由
を
縷
々

述
べ
上
げ
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
必
要
最
低
限
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
言
え
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
、「
告
知
の

皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
歌
全
体
の
中
で
は
、
そ
れ
が
仮
定
条
件
の

中
味
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

③
は
、
在
り
処
を
知
ら
な
い
女
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る（
詞
書
）。「
ど
こ
そ
こ
に
居
る
」

と
い
う
こ
と
だ
け
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
心
細
く
過
ご
し
て
い
る
こ
と
だ
、
と
の
意
で
あ

ろ
う
。
相
手
の
消
息
を
知
る
こ
と
に
と
っ
て
、
居
所
が
分
か
る
と
い
う
の
は
、
日
々
の

暮
ら
し
ぶ
り
や
感
情
生
活
な
ど
が
伝
わ
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
ご
く
ご
く
基
本
的
な
事

柄
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
軽
少
要
因
性
が
備
わ
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

九
五



示
し
つ
つ
否
定
作
用
を
受
け
る
こ
と
で
、「
掌
握
情
報
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
と
言
え

よ
う
。

④
は
、
長
保
五
年（
一
〇
〇
三
年
）五
月
十
五
日
に
道
長
邸
で
催
さ
れ
た
歌
会
で「
遥

ニ
郭
公
ヲ
聞
ク
」
と
い
う
心
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
詞
書
）。
郭
公
が
聞
え
た
こ
と

に
心
を
動
か
す
あ
ま
り
、
単
に
ど
ち
ら
か
ら
聞
え
た
か
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。郭
公
の
鳴
い
た
方
角
を
知
る
こ
と
は
、そ
の
声
の
性
質
や
特
徴
、

去
年
と
異
な
る
点
や
優
れ
て
い
た
点
な
ど
を
こ
ま
ご
ま
と
傾
聴
玩
味
す
る
こ
と
に
較
べ

る
な
ら
ば
、
単
に
物
理
的
な
レ
ベ
ル
で
の
認
知
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
軽
少
要
因
性

が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
る
こ
と
で
、「
立
ち

入
っ
た
享
受
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
次
の
よ
う
な
例
に
あ
っ
て
も
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
は
そ
れ
ぞ
れ
に
軽
少

な
あ
り
方
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

①
里
人
の
く
む
だ
に
い
ま
は
な
か
る
べ
し
岩
井
の
清
水
み
く
さ
ゐ
に
け
り
（
雑
四
・

一
〇
四
三
、
嘉
言
）

②
満
つ
潮
の
干
る
ま
だ
に
な
き
浦
な
れ
や
か
よ
ふ
千
鳥
の
跡
も
見
え
ぬ
は
（
恋
一
・

六
二
五
、
祭
主
輔
親
）

③
い
か
ゞ
せ
ん
山
の
は
に
だ
に
と
ゞ
ま
ら
で
心
の
空
に
出
づ
る
月
を
ば
（
雑
一
・
八

六
九
、
道
綱
の
母
）

④
け
ふ
死
な
ば
あ
す
ま
で
物
は
思
は
じ
と
思
ふ
に
だ
に
も
か
な
は
ぬ
ぞ
う
き
（
恋

四
・
八
一
二
、
源
高
明
）

①
は
、
河
原
の
院
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
。
こ
の
歌
に
続
く
松
を
詠
ん
だ
歌

を
、
先
の
第
一
グ
ル
ー
プ
の
④
と
し
て
掲
げ
た
）。「
岩
井
の
清
水
」
は
河
原
の
院
に
あ

っ
た
著
名
な
井
戸
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
古
今
（
一
〇
七
九
）
の
《
わ
が
門
の
板
井
の
清

水
里
と
ほ
み
人
し
汲
ま
ね
ば
水
草
お
ひ
に
け
り
》（
神
遊
び
の
歌
。
本
文
は
新
大
系
）

を
踏
ま
え
て
い
る
。
歌
意
は
「
岩
井
の
清
水
は
水
草
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
里
人
が
水
を

汲
む
こ
と
さ
え
今
は
な
い
に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
邸
内
に
住
ま
う

人
た
ち
が
使
う
の
に
較
べ
て
、
近
隣
の
里
人
が
汲
み
に
来
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
既
に

衰
え
た
段
階
に
属
す
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
は
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
つ
つ
否
定
と

組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
衰
微
の
徹
底
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。

②
は
、
手
紙
に
返
事
を
よ
こ
さ
な
い
女
に
詠
ん
で
送
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
干

る
間
」
に
「
昼
間
」
を
掛
け
、「
千
鳥
の
跡
」
に
手
紙
の
意
を
込
め
て
い
る
。「
満
ち
る

潮
が
干
る
と
い
う
、
そ
ん
な
短
い
間
も
無
い
浦
だ
か
ら
で
ろ
う
か
（
そ
し
て
ま
た
昼
間

さ
え
も
無
い
の
だ
ろ
う
か
）、
通
っ
て
く
る
千
鳥
の
跡
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
（
お
手

紙
を
頂
く
こ
と
も
な
い
こ
と
だ
）」
と
言
い
遣
っ
て
い
る
。
干
満
を
繰
り
返
す
海
辺
で

は
、
潮
が
引
い
て
も
ま
た
満
ち
て
く
る
の
だ
か
ら
、
浜
辺
の
広
く
見
え
る
潮
干
の
間
と

い
う
も
の
は
、
ほ
ん
の
短
い
間
で
し
か
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
に
接
す
る

こ
と
で
、「
時
間
的
余
裕
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
と
言
え
よ
う
。

③
は
、
詞
書
に
《
入
道
摂
政
〔＝

兼
家
〕
物
語
な
ど
し
て
、
寝
待
の
月
〔＝

十
九
日

の
月
〕
の
出
づ
る
ほ
ど
に
、
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
ど
言
ひ
た
ら
ば
と
ま
ら
む
と
言
ひ

侍
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
》
と
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
家
が
、「
自
分
を
引
き
留
め
る

こ
と
に
な
り
そ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
ら
泊
ま
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、「
ど
う
す

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
山
の
端
に
さ
え
留
ま
ら
ず
に
上
の
空
で
出
て
行
く
月
の
よ
う
な
あ

な
た
を
」
と
詠
ん
で
応
じ
て
い
る
。
背
後
の
奥
深
い
所
に
留
ま
る
の
に
較
べ
て
、
山
の

端
の
ほ
う
が
「
軽
い
」
留
ま
り
方
で
し
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

ダ
ニ
は
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
示
す
こ
と
で
「
滞
在
意
欲
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
と

言
え
よ
う
（
文
献
⑦
、
一
四
五
〜
六
頁
）。
な
お
、
蜻
蛉
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
あ
と

兼
家
は
《
ひ
さ
か
た
の
空
に
心
の
出
づ
と
い
へ
ば
影
は
そ
こ
に
も
と
ま
る
べ
き
か
な
》

と
詠
ん
で
、
実
際
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
（
小
学
館
・
新
編
、
一
一
二
頁
）。

④
は
、「
今
日
の
内
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
明
日
に
な
っ
て
ま
で
思
い
煩
う
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
と
、
そ
う
思
う
こ
と
だ
け
で
も
叶
わ
な
い
の
が
辛
い
こ
と
だ
」
と
い
っ

た
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。
望
み
を
遂
げ
る
こ
と
で
苦
し
い
思
い
が
消
え
失
せ
る
の
に
較

べ
て
、
望
み
の
元
で
あ
る
命
が
絶
え
る
こ
と
で
苦
し
み
を
感
じ
な
く
て
済
む
よ
う
に
な

る
と
い
う
の
は
、
何
ら
の
積
極
的
な
喜
び
を
も
伴
わ
な
ず
、
願
望
の
対
象
と
し
て
極
め

て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
提
示
す
る
こ
と

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

九
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で
、「
願
望
成
就
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
は
た
ら
く
と
言
え
よ
う
（
注
⑱
）。

以
上
の
検
討
か
ら
、
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
あ
っ
て
も
、〈
相
対

的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
動
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

類
推
表
現

類
推
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
二
十
四
例
見
え
る
。
一
般
に
類
推
表
現
で

用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
の
軽
少
要
因
性
を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
事
柄

が
小
な
る
要
素
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
を
表
わ
す
の
に
加
わ
り
、
そ
の
こ
と
に
お

い
て
、
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
成
す
る
の
に
与
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意

義
が
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

類
推
表
現
の
あ
り
よ
う
は
、
類
推
の
基
盤
を
な
す
事
態
お
よ
び
類
推
さ
れ
る
事
態
の

表
わ
さ
れ
方
の
面
か
ら
、
次
の
よ
う
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ

る
。

基
盤
事
態

類
推
事
態

昂
進
性

ａ：

典
型
的
類
推
構
文

◎

◎

◎

ｂ：

準
典
型
的
類
推
構
文

◎

◎

／

ｃ：

暗
示
的
類
推
構
文

◎

△

／

即
ち
、
ａ
は
、
基
盤
事
態
と
類
推
事
態
と
が
と
も
に
言
葉
に
表
わ
さ
れ
、
か
つ
前
者
か

ら
後
者
へ
の
昂
進
性
自
体
も
「
ま
し
て
」「
況
や
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
明
示
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ｂ
も
、
基
盤
事
態
と
類
推
事
態
と
が
言
語
化
さ
れ
る
点
で
は
同
じ

だ
が
、
昂
進
性
を
示
す
言
葉
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
ｃ
は
、
基
盤
事
態
だ

け
が
言
い
表
わ
さ
れ
、
類
推
事
態
は
読
み
手
の
理
解
に
俟
っ
て
暗
示
さ
れ
る
に
留
ま

る
。
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
小
類
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
順

に
見
て
行
く
。

第
一
に
、
ａ：

〔
典
型
的
類
推
構
文
〕
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
一
例
を
挙

げ
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

①
さ
ら
で
だ
に
心
の
と
ま
る
秋
の
野
に
い
と
ゞ
も
招
く
花
す
ゝ
き
か
な
（
秋
上
・
三

二
六
、
源
師
賢
）

①
は
、「
野
の
花
を
翫
ぶ
」
と
い
う
心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
歌
意
は
「
そ

う
で
な
く
て
さ
え
心
惹
か
れ
る
秋
の
野
で
、
そ
の
心
を
い
や
増
す
か
の
よ
う
に
花
薄
が

招
い
て
い
る
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
さ
ら
で
」
は
、
後
続
部
で
示
さ

れ
る
よ
う
な
倍
加
要
因
の
加
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
す
の
だ
か
ら
、
そ
の
軽
少
要
因
性
は

明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
提
示
す
る
こ
と
で

類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
作
る
の
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
こ
へ
「
薄
が
招
く
」

と
い
う
こ
と
が
加
わ
る
と
そ
れ
以
上
に
心
惹
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
昂
進
性
の
明
示
に

は
「
ま
し
て
」「
況
や
」
と
い
っ
た
語
句
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
い
と
ど
」

も
ま
た
、
所
謂
「
連
続
的
高
度
化
」
の
程
度
量
副
詞
で
あ
り
（
文
献
㉑
、
四
六
頁
）、

程
度
量
的
な
面
か
ら
後
続
部
に
お
け
る
度
合
い
の
高
ま
り
を
表
わ
す
と
い
う
限
り
に
、

昂
進
性
の
明
示
に
は
た
ら
く
と
見
な
し
て
お
く
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味

で
、
典
型
的
類
推
構
文
と
し
て
の
あ
り
方
を
備
え
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
注
⑲
）。

第
二
に
、
ｂ：

〔
準
典
型
的
類
推
構
文
〕
に
参
加
す
る
ダ
ニ
は
十
三
例
見
え
る
。
強

い
て
区
分
け
を
施
す
な
ら
、
左
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

イ：

認
識
的

六
例

ロ：

情
意
的

三
例

ハ：

行
為
的

四
例

ま
ず
、
イ：

〔
認
識
的
〕な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
六
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
さ
ら
で
だ
に
岩
間
の
水
は
も
る
も
の
を
こ
ほ
り
と
け
な
ば
名
こ
そ
流
れ
め
（
雑

二
・
九
四
三
、
下
野
）

②
さ
ら
で
だ
に
あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
暮
に
荻
吹
く
風
の
音
ぞ
聞
こ
ゆ
る
（
秋
上
・
三

一
九
、
斎
宮
女
御
）

③
き
く
に
だ
に
心
は
う
つ
る
花
の
色
を
見
に
ゆ
く
人
は
か
へ
り
し
も
せ
じ
（
秋
下
・

三
五
二
、
赤
染
衞
門
）

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

九
七



④
と
は
ば
や
と
思
ひ
や
る
だ
に
露
け
き
を
い
か
に
ぞ
君
が
袖
は
朽
ち
ぬ
や
（
哀
傷
・

五
四
九
、
相
模
）

⑤
い
か
許
き
み
な
げ
く
ら
ん
数
な
ら
ぬ
身
だ
に
し
ぐ
れ
し
秋
の
あ
は
れ
を
（
哀
傷
・

五
五
一
、
前
中
宮
出
雲
）

⑥
い
か
な
ら
む
今
宵
の
雨
に
常
夏
の
今
朝
だ
に
露
の
重
げ
な
り
つ
る
（
夏
・
二
二

六
、
能
因
）

①
は
、
詞
書
に《
む
つ
ま
し
く
も
な
き
男
に
名
立
ち
け
る
頃
、
そ
の
男
の
も
と
よ
り
、

春
も
立
ち
ぬ
、
今
は
う
ち
と
け
ね
か
し
な
ど
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
》
と
あ
る
。

「
た
だ
で
さ
え
岩
間
の
水
は
漏
れ
る
も
の
な
の
に
（
浮
き
名
は
立
ち
や
す
い
も
の
な
の

に
）、
氷
が
融
け
る
よ
う
に
打
ち
解
け
る
と
、
あ
ら
ぬ
噂
ま
で
流
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
」
と
詠
ん
で
、
男
の
申
し
出
を
拒
ん
で
い
る
。
ダ
ニ
は
、
噂
が
流
れ
る
こ
と
を
も
た

ら
す
要
因
を
よ
り
少
な
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
示
す
こ
と
で
、
類
推
の
基
盤
と
な
る

事
柄
を
形
成
す
る
の
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
類
推
さ
れ
る
事
柄
も
ま
た
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
昂
進
性
を
明
示
す
る
言
葉
は
も
は
や
見
え
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

準
典
型
的
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
は
、《
村
上
御
時
、
八
月
許
、
上
ひ
さ
し
く
わ
た
ら
せ
給
は
で
、
忍
び
て
わ
た
ら

せ
給
け
る
を
、
知
ら
ず
顔
に
て
こ
と
に
ひ
き
侍
け
る
》（
詞
書
）
と
い
う
状
況
で
詠
ま

れ
た
歌
で
あ
る
（
注
⑳
）。
古
今
（
五
四
六
）
の
《
い
つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら

ね
ど
も
秋
の
夕
べ
は
あ
や
し
か
り
け
り
》
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、「
あ
や
し
」
は

《
不
思
議
な
ほ
ど
心
引
か
れ
る
》
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
新
大
系
・
脚
注
）。
歌
意

は
、「
た
だ
で
さ
え
不
思
議
と
人
恋
し
い
思
い
の
湧
く
秋
の
夕
暮
に
、（
ま
る
で
そ
の
思

い
を
高
め
る
か
の
よ
う
に
）
荻
を
そ
よ
が
せ
る
風
の
音
ず
れ
が
聞
こ
え
る
こ
と
で
す
わ

ね
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
さ
ら
で
」
の
軽
少
要
因
性
は
分
明
で
あ

る
。
後
続
部
で
は
昂
進
を
促
す
要
因
だ
け
が
示
さ
れ
る
が
、「
あ
や
し
」
を
繰
り
返
す

こ
と
は
冗
長
に
過
ぎ
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
準
典
型
的
類
推
構
文
と
認
め
る
こ
と

も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

③
は
、
菊
の
花
の
噂
を
聞
き
つ
け
て
見
に
行
っ
た
人
の
帰
り
が
遅
い
の
で
送
り
付
け

た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
聞
く
だ
け
で
も
夢
中
に
な
り
そ
う
な
花
の
色
な
の
だ
か
ら
、

出
か
け
た
人
は
擒
に
な
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
言
い
遣
っ
て
い

る
。
菊
の
花
を
実
見
す
る
人
と
伝
え
聞
く
だ
け
の
人
と
で
、
そ
の
感
銘
の
受
け
方
に
格

段
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
か
ろ
う
。
ダ
ニ
は
そ
の
低
い
ほ
う
の
要
素

を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
足
場
に
、
吸
引
力
の
高
い
場
合
へ
と
思
い

を
め
ぐ
ら
す
わ
け
で
あ
る
。

④
は
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
年
）
に
妍
子
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
ろ
、
妍
子

に
お
仕
え
し
て
い
た
女
性
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
・
前
歌
詞
書
）。「
お
訪
ね
し
よ

う
と
思
っ
て
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
遣
る
だ
け
で
も
涙
が
出
て
参
り
ま
す
の
に
、
ま
し

て
お
そ
ば
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
の
ほ
う
は
、
ど
う
い
う
ご
様
子
で
し
ょ
う
、
涙
で

袖
が
朽
ち
果
て
た
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
相
手
の
心
中
を
推
し
測
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
悲
し
み
に
圧
し
ひ
し
が
れ
る
要
因
を
よ
り
少
な
く
し
か
備
え
な
い

要
素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ま
し
て
云
々
の
類
推
義
も
ま
た
生

じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

⑤
は
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
年
）
に
威
子
が
亡
く
な
り
、
つ
い
で
長
暦
三
年
（
一

〇
三
九
年
）
�
子
が
世
を
去
っ
た
と
き
に
、
威
子
に
お
仕
え
し
て
い
た
出
雲
の
御
が
、

�
子
付
き
の
伊
賀
の
少
将
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
今
鏡
に
は
《
後
一
条
の
中

宮
に
侍
り
け
る
出
雲
の
御
と
い
ふ
が
、
こ
の
宮
〔＝

�
子
〕
に
侍
り
し
伊
賀
少
将
が
も

と
に
》（
朝
日
・
七
二
頁
）
と
し
て
、
こ
の
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
文
献
⑩
、
八
八

〜
九
頁
。
な
お
栄
花
物
語
・
三
四
「
暮
ま
つ
ほ
し
」
に
も
、
第
四
句
「
知
ら
れ
し
」
の

形
で
載
せ
る
。
小
学
館
・
新
編
③
、
三
〇
三
〜
四
頁
。
文
献
⑩
・
注
⑤
）。
歌
意
は「
私

の
よ
う
な
数
な
ら
ぬ
身
で
あ
っ
て
も
時
雨
の
よ
う
に
涙
に
濡
れ
そ
ぼ
つ
の
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
ま
し
て
当
事
者
で
あ
る
あ
な
た
は
ど
れ
ほ
ど
お
嘆
き
の
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い

っ
た
ふ
う
に
取
れ
よ
う
。「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
あ
る
点
に
、
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
語
句
に
接
す
る
こ
と
で
、
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄

を
形
成
す
る
と
言
え
よ
う
。

⑥
は
、
道
済
の
家
で
の
歌
会
に
《
雨
ノ
夜
常
夏
を
思
ふ
》
と
い
う
心
を
詠
ん
だ
歌
で

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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八



あ
る
（
詞
書
）。「
雨
の
ま
だ
降
っ
て
い
な
か
っ
た
朝
露
だ
け
で
も
重
た
げ
だ
っ
た
の
だ

か
ら
、
ま
し
て
今
晩
の
雨
で
ど
れ
ほ
ど
重
み
を
受
け
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
」
と
詠
ん
で
い
る
。
露
の
重
み
を
受
け
る
度
合
い
の
よ
り
軽
い
場
合
を
掲
げ
る
の
に

ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
類
推
義
は
直
叙
的
で
は
な
い
が
、
事
実
上
高
度
性
の
表
現

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
準
典
型
的
類
推
構
文
と
認
め
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。次

に
、
ロ：

〔
情
意
的
〕
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
三
例
が
あ
る
。

⑦
今
年
だ
に
鏡
と
見
ゆ
る
池
水
の
千
代
へ
て
す
ま
む
か
げ
ぞ
ゆ
か
し
き
（
賀
・
四
五

六
、
藤
原
範
永
）

⑧
天
の
川
の
ち
の
今
日
だ
に
は
る
け
き
を
い
つ
と
も
知
ら
ぬ
船
出
か
な
し
な
（
別
・

四
九
七
、
公
任
）

⑨
う
ら
み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
く
ち
な
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ
（
恋

四
・
八
一
五
、
相
模
）

⑦
は
、
藤
原
師
実
（
頼
通
男
）
が
「
六
条
の
家
」
に
引
き
移
ろ
う
と
し
た
時
、
池
の

水
が
い
つ
ま
で
も
清
ら
か
だ
と
い
っ
た
意
味
を
人
々
が
詠
ん
だ
と
き
の
歌
で
あ
る
（
詞

書
）。
こ
の
家
は
、
今
鏡
（
巻
四
・
波
の
上
の
杯
、
朝
日
・
一
八
三
頁
）
に
も
、
師
通

（
師
実
男
）
が
曲
水
の
宴
を
催
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
水
に
ま
つ
わ
る
設
備
に

優
れ
て
い
た
ら
し
い
あ
り
さ
ま
が
窺
わ
れ
る
。
歌
意
は
「
住
み
始
め
た
今
年
か
ら
、
早

く
も
池
の
水
は
澄
み
切
っ
て
鏡
の
よ
う
だ
。
こ
こ
に
ず
っ
と
住
ん
で
、
こ
の
清
ら
か
さ

が
末
永
く
続
い
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
そ
こ
に
映
る
影
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
を
知
り
た
い
と
思
う
気
持
が
込
み
上
げ
て
く
る
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
掘
っ
た
ば
か
り
の
井
戸
か
ら
は
濁
り
水
が
出
や
す
い
よ
う
に
、
作
り
た
て
の

池
は
工
事
の
記
憶
も
生
々
し
く
落
ち
着
か
な
い
が
、
年
月
を
重
ね
る
こ
と
で
少
し
ず
つ

馴
染
み
も
深
ま
り
、
清
澄
さ
も
加
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
今

年
」
は
、
軽
少
要
因
性
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
掲
げ
る
こ
と

で
、
類
推
の
足
場
と
な
る
事
柄
を
形
づ
く
る
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。

⑧
は
、
寂
超
法
師
が
入
唐
の
た
め
に
筑
紫
へ
下
る
と
い
う
の
で
船
に
乗
っ
た
時
に
、

公
任
の
贈
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
ち
ょ
う
ど
七
月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
天
の

川
で
一
年
後
の
今
日
を
約
し
て
別
れ
る
の
で
あ
っ
て
さ
え
再
会
が
遠
い
先
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
の
に
、
あ
な
た
は
い
つ
会
え
る
と
も
知
れ
ぬ
船
出
を
な
さ
る
の
で
す
か
ら
、
悲

し
く
て
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
送
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、
待
つ
時
間
を
長
い
と
思
わ
せ

る
要
因
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
帯
び
な
い
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、「
ま
し
て
期
日
の
知
れ
な
い
旅
立
ち
で
は
云
々
」
と
い
っ
た
類
推
義
が
引

き
出
さ
れ
、
さ
ら
に
「
か
な
し
」
と
い
う
思
い
も
被
さ
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で

準
典
型
的
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
㉑
）。

⑨
は
、
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
年
）
の
内
裏
歌
合
の
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
恨
み
疲

れ
て
涙
に
濡
れ
続
け
る
袖
だ
け
で
も
大
い
に
口
惜
し
い
の
に
、
そ
の
う
え
恋
に
朽
ち
果

て
る
私
の
評
判
と
も
な
れ
ば
無
念
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
だ
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
意
に

染
ま
ぬ
思
い
を
も
た
ら
す
要
因
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
持
た
な
い
要
素
を
示
す
の
に

ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。そ
こ
か
ら
、類
推
義
も
自
然
と
導
か
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

歌
の
表
現
も
ま
た
、
そ
う
し
た
推
論
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
（
注
㉒
）。

さ
ら
に
、
ハ：

〔
行
為
的
〕
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
四
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑩
ち
か
き
だ
に
聞
か
ぬ
み
そ
ぎ
を
な
に
か
そ
の
韓
神
ま
で
は
と
ほ
く
祈
ら
む
（
雑

二
・
九
四
五
、
少
将
内
侍
）

⑪
置
く
露
に
た
わ
む
枝
だ
に
あ
る
物
を
如
何
で
か
折
ら
ん
宿
の
秋
萩
（
秋
上
・
三
〇

一
、
橘
則
長
）

⑫
を
ら
で
た
ゞ
語
り
に
語
れ
山
桜
風
に
散
る
だ
に
を
し
き
に
ほ
ひ
を
（
春
上
・
八

五
、
盛
少
将
）

⑬
あ
せ
に
け
る
い
ま
だ
に
か
ゝ
り
滝
つ
瀬
の
は
や
く
ぞ
人
は
見
る
べ
か
り
け
る
（
雑

四
・
一
〇
五
八
、
赤
染
衞
門
）

⑩
は
、
詞
書
に
《
資
良
朝
臣
蔵
人
に
て
侍
り
け
る
時
、
園
韓
（
そ
の
か
ら
）
神
の
祭

の
内
侍
に
催
す
と
て
、
禊
す
れ
ど
こ
の
世
の
神
は
験
な
け
れ
ば
、
園
韓
神
に
祈
ら
む
と

い
ひ
て
侍
り
け
る
返
り
事
に
よ
め
る
》
と
あ
る
。「
近
い
神
様
に
祈
っ
て
も
聞
き
届
け

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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て
い
た
だ
け
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
遠
く
の
韓
神
に
祈
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と

の
歌
意
で
あ
ろ
う
。
神
様
と
の
距
離
が
近
い
か
遠
い
か
と
い
っ
た
基
準
か
ら
見
て
、「
聞

き
届
け
て
も
ら
え
な
い
」
こ
と
の
可
能
性
を
よ
り
少
く
し
か
備
え
な
い
要
素
を
示
す
の

に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
遠
い
神
様
の
場
合
は
云
々
」
と
い

っ
た
類
推
義
は
容
易
に
想
定
で
き
よ
う
。
実
際
の
表
現
で
は
、
よ
り
実
践
的
に
行
為
の

問
題
と
し
て
述
べ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
、
類
推
の
構
造

が
実
現
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

⑪
は
、
自
宅
の
萩
の
花
を
人
に
請
わ
れ
た
と
き
の
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
露
が
置
い

て
た
わ
む
だ
け
で
も
充
分
可
愛
そ
う
だ
と
思
う
の
に
、
そ
れ
を
折
る
な
ど
と
い
う
こ
と

が
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
」
と
断
わ
っ
て
い
る
。
萩
の
花
を
愛
お
し
む
気
持
を
惹
き
起

こ
す
も
の
と
し
て
、
よ
り
低
い
段
階
の
要
素
を
掲
げ
る
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
類
推
義
も
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
そ
れ
が
行
為
の
次
元
に

引
き
寄
せ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑫
は
、
源
雅
道
か
ら
《
折
ら
ば
を
し
折
ら
で
は
い
か
ゞ
山
桜
け
ふ
を
す
ぐ
さ
ず
君
に

見
す
べ
き
》と
詠
ん
で
き
た
の
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。「
折
ら
ず
に
語
っ
て
ほ
し
い
」

と
答
え
て
い
る
。
風
に
散
る
だ
け
で
も
惜
し
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
折
る
に
は
及
ば
な
い

と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
愛
お
し
さ
の
思
い
を
よ
り
少
な
く
し
か

抱
か
せ
な
い
場
合
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
類
推
義
が
行
為
的
な
次
元
で
表
わ

さ
れ
て
い
る
点
も
先
と
同
じ
で
あ
る
。

⑬
は
、
大
覚
寺
の
滝
殿
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
水
勢
の
衰
え
て
し
ま

っ
た
今
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
見
事
に
流
れ
懸
か
っ
て
い
る
。
も
っ
と
は
や
く
滝

を
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
だ
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。
景
観
美
を
も
た
ら
す
要
因
を

よ
り
少
な
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も

類
推
義
は
、
行
為
に
ま
つ
わ
る
規
範
的
な
次
元
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
あ
り
方
で
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
ｃ：

〔
暗
示
的
類
推
構
文
〕
で
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
十
例
見
え
る
。
こ
れ

ら
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
小
割
り
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

イ：

基
盤
事
態
単
独
タ
イ
プ

五
例

ロ：

反
戻
事
態
提
示
タ
イ
プ

五
例

ま
ず
、
イ：

〔
基
盤
事
態
単
独
タ
イ
プ
〕
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
五
例
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

①
思
へ
た
ゞ
頼
め
で
い
に
し
春
だ
に
も
花
の
盛
り
は
い
か
ゞ
待
た
れ
し
（
別
・
四
八

三
、
源
兼
長
）〔
第
二
句
「
頼
め
で
」
は
犬
養
新
釈
に
従
う
〕

②
そ
の
ほ
ど
と
契
れ
る
旅
の
別
れ
だ
に
逢
ふ
こ
と
ま
れ
に
あ
り
と
こ
そ
聞
け
（
別
・

四
九
八
、
寂
超
法
師
）

③
わ
り
な
し
や
心
に
か
な
ふ
な
み
だ
だ
に
身
の
う
き
と
き
は
と
ま
り
や
は
す
る
（
雑

一
・
八
八
四
、
源
雅
通
の
女
）

④
形
見
ぞ
と
思
は
で
花
を
見
し
に
だ
に
風
を
い
と
は
ぬ
春
は
な
か
り
き
（
雑
一
・
八

九
九
、
弁
乳
母
）

⑤
天
の
原
は
る
か
に
わ
た
る
月
だ
に
も
出
づ
る
は
人
に
知
ら
せ
こ
そ
す
れ
（
雑
二
・

九
六
八
、
藤
原
道
信
）

①
は
、
詞
書
に
《
能
因
法
師
、
伊
予
の
国
よ
り
上
り
て
、
又
帰
り
下
り
け
る
に
、
人

�
�
む
ま
の
は
な
む
け
し
て
、
明
け
む
春
上
ら
ん
と
言
ひ
侍
け
れ
ば
よ
め
る
》
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
前
お
約
束
を
お
聞
き
し
な
か
っ
た
時
で
も
、
花
の
盛
り
は
ど
れ

ほ
ど
待
た
れ
た
こ
と
か
」
と
い
う
の
が
第
二
句
以
下
の
意
味
で
あ
ろ
う
。「
ま
し
て
今

度
は
お
約
束
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
以
上
に
待
た
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と

い
っ
た
意
味
は
、
そ
こ
か
ら
容
易
に
汲
み
と
ら
れ
る
。
ダ
ニ
が
、
待
ち
望
む
気
持
を
か

き
立
て
る
力
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
な

る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
言
葉
に
さ
れ
ず
、
享
受
者
の
理
解
に
俟
っ
て
暗
示
さ

れ
る
に
留
ま
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
暗
示
的
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
（
注
㉓
）。

②
は
、
寂
超
法
師
が
唐
に
渡
る
途
次
に
源
心
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
い
つ

い
つ
帰
っ
て
来
る
と
約
束
し
て
い
る
旅
の
別
れ
で
も
、
実
際
に
再
会
す
る
の
は
稀
だ
と

聞
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
い
つ
帰
る

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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〇



と
も
知
れ
ぬ
こ
の
た
び
の
別
れ
は
、
す
こ
ぶ
る
再
会
が
お
ぼ
つ
か
な
い
」
と
い
っ
た
類

推
義
は
、
言
葉
を
俟
た
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
㉔
）。

③
は
、
定
輔
朝
臣
が
あ
ま
り
訪
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、《
と
き
�
�
は
引
き
と
ゞ

め
よ
》
な
ど
と
言
っ
た
人
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
ど
う
し
よ
う
も
な

い
こ
と
で
す
。
心
の
ま
ま
に
な
る
涙
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
苦
し
い
と
き
に
は
留
ま
る

も
の
で
し
ょ
う
か
（
留
ま
り
は
し
な
い
）」
と
言
い
遣
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、「
留
ま
ら

な
い
」
こ
と
を
も
た
ら
す
素
因
を
よ
り
少
な
く
し
か
備
え
な
い
要
素
を
示
す
の
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
あ
の
人
の
心
を
つ
な
ぎ
止

め
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
」
と
い
っ
た
類
推
義
も
ま
た
、
言
わ
ず
し
て
明
ら
か
に

な
る
と
言
え
よ
う
（
注
㉕
）。

④
は
、
�
子
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
、
そ
の
宮
の
梅
の
花
が
美
事
に
咲
い
て
い
た
の
を

人
々
が
残
念
が
っ
て
い
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
。
注
㉖
）。
歌
意
は
「
形

見
の
花
だ
と
思
っ
て
見
な
い
と
き
で
さ
え
、
風
が
吹
く
の
を
厭
わ
な
い
春
は
な
か
っ

た
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、「
ま
し
て
形
見
の
花
と
も
な
れ
ば
、
散

ら
ず
に
咲
い
て
い
て
ほ
し
い
と
願
う
気
持
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
い
」
と
い
っ
た
類
推

義
は
、
自
ず
か
ら
了
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
風
を
厭
わ
せ
る
素
因
を
よ
り
少
な
く
し
か

備
え
な
い
要
素
が
ダ
ニ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
な
る
わ
け
で
あ
る
。

⑤
は
、
詞
書
に
《
内
よ
り
出
で
ば
か
な
ら
ず
告
げ
む
な
ど
契
り
け
る
人
の
、
音
も
せ

で
里
に
出
で
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
》
と
あ
る
。「
大
空
を
遥
か
遠
く
に
渡
る
月
で

さ
え
も
、
出
て
行
く
と
き
は
人
に
知
ら
せ
る
も
の
で
す
の
に
」
と
の
意
で
あ
る
。「
ま

し
て
知
ら
せ
る
と
約
束
し
た
あ
な
た
の
場
合
は
」
と
い
っ
た
類
推
義
は
容
易
に
想
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
し
、「
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
は
」と
い
っ
た
反
戻
的
事
態
の
ほ
う
も
、「
こ

そ
―
―
す
れ
」
の
已
然
形
に
備
わ
る
と
さ
れ
る
逆
接
性
の
響
き
と
も
相
俟
っ
て
自
ず

と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
こ
で
の
ダ
ニ
も
ま
た
、

暗
示
的
類
推
構
文
を
形
作
る
の
に
与
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
注
㉗
）。

次
に
、
ロ：

〔
反
戻
事
態
提
示
タ
イ
プ
〕
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見

ら
れ
る
。

①
惜
し
ま
る
ゝ
人
な
く
な
ど
て
な
り
に
け
ん
捨
て
た
る
身
だ
に
あ
れ
ば
あ
る
世
に

（
哀
傷
・
五
五
八
、
中
宮
内
侍
）

②
な
き
名
立
つ
人
だ
に
世
に
は
あ
る
も
の
を
君
恋
ふ
る
身
と
知
ら
れ
ぬ
ぞ
憂
き
（
恋

一
・
六
一
三
、
実
源
法
師
）

③
恋
し
さ
は
思
ひ
や
る
だ
に
な
ぐ
さ
む
を
心
に
お
と
る
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
（
恋
三
・

七
二
二
、
藤
原
国
房
）

④
け
ふ
暮
る
ゝ
ほ
ど
待
つ
だ
に
も
久
し
き
に
い
か
で
心
を
か
け
て
過
ぎ
け
ん
（
恋

二
・
六
七
〇
、
伊
勢
大
輔
）

⑤
ほ
ど
も
な
く
恋
ふ
る
心
は
な
に
な
れ
や
知
ら
で
だ
に
こ
そ
年
は
へ
に
し
か
（
恋

二
・
六
六
四
、
祭
主
輔
親
）

①
は
、
高
階
成
棟
が
父
成
順
（
注
㉘
）
に
先
立
た
れ
た
の
を
聞
い
て
、
中
宮
の
内
侍

が
贈
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「（
人
徳
高
く
）
惜
し
ま
れ
る
人
の
ほ
う
が
ど
う
し
て

亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
世
を
捨
て
て
出
家
し
て
い
る
身
で
あ
っ
て

も
、
生
き
れ
ば
生
き
て
い
ら
れ
る
世
の
中
で
」
と
言
い
送
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ

は
、「
生
き
長
ら
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
、
そ
の
必
然
性
を
よ
り
少
な
く
し
か

備
え
な
い
人
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
人
か
ら
惜
し
ま

れ
る
よ
う
な
人
は
、
そ
れ
以
上
に
存
命
で
あ
る
の
が
当
然
だ
」
と
い
っ
た
意
味
は
容
易

に
類
推
さ
れ
る
が
、
実
際
の
表
現
で
は
、
そ
れ
と
背
反
す
る
事
柄
の
ほ
う
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
、
暗
示
的
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ

う
（
な
お
、
否
定
述
語
・
第
一
グ
ル
ー
プ
に
⑧
と
し
て
掲
げ
た
歌
は
、
中
宮
内
侍
が
出

家
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
）。

②
は
、《
初
め
の
恋
》（
詞
書
）
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
実
体
が
無
く
て
も
噂
の
立

つ
人
だ
っ
て
世
の
中
に
は
居
る
の
に
、
あ
な
た
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
身
だ
と
知
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
の
が
つ
ら
い
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
意
味
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
人
に
知
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
う
な
る
素
因
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
持
た
な
い
場

合
を
掲
げ
る
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
ま
し
て
実
体
の
あ
る
場
合

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

一
〇
一



に
は
、
知
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
だ
」
と
い
っ
た
類
推
義
が
引
き
出
さ
れ
る
が
、
歌
の
表

現
と
し
て
は
、「
思
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
知
ら
れ
な
い
」
と
い
う
背
反
事
項
の
ほ

う
が
言
葉
に
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

③
は
、
遠
方
に
居
る
女
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
恋
し
い
思
い
は
、
遠
く
の

こ
と
を
思
い
遣
る
だ
け
で
も
慰
め
ら
れ
る
。（
ま
し
て
実
際
に
逢
え
ば
ど
れ
ほ
ど
心
満

た
さ
れ
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
）
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
我

が
身
が
辛
い
こ
と
だ
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。「
実
際
に
逢
う
―
―
思
い
を
遠
く
へ
馳

せ
る
」
と
い
っ
た
序
列
の
中
で
、
小
さ
い
方
の
要
因
を
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
類
推
義
は
そ
こ
か
ら
容
易
に
導
か
れ
る
が
、
歌
の
表
現
と
し
て
は
、
そ
れ
に
背

反
す
る
事
柄
を
示
し
つ
つ
慨
嘆
の
想
い
を
表
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

④
は
、
人
の
所
へ
通
っ
て
い
る
人
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。
歌
意

は
、「
今
日
と
い
う
日
が
暮
れ
る
の
待
っ
て
い
る
間
だ
け
で
も
長
い
も
の
に
感
じ
ら
れ

る
の
に
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
あ
な
た
に
想
い
を
懸
け
な
が
ら
長
い
時
間
を
過
ご
し
て

き
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
久
し
」
と
感
じ
る
素
因
を
よ
り
少
な

く
し
か
備
え
な
い
要
素
を
ダ
ニ
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
で
類
推
義
を
暗
示
し
つ
つ
、
そ
れ

と
は
背
反
す
る
事
態
の
ほ
う
を
言
い
表
わ
す
。
そ
の
よ
う
な
形
で
暗
示
的
類
推
構
文
が

構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑤
は
、
後
朝
の
歌
で
あ
る
（
詞
書
）。「
お
逢
い
し
て
か
ら
ど
れ
ほ
ど
も
経
っ
て
い
な

い
の
に
恋
し
く
思
う
こ
の
心
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
状
態
で
さ

え
、
幾
年
も
過
ご
し
て
き
た
の
に
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
長
期
間
を

過
ご
す
こ
と
に
堪
え
う
る
要
因
を
少
な
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
掲
げ
示
す
こ
と
で
類

推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
成
す
る
が
、
歌
全
体
と
し
て
は
、
類
推
さ
れ
る
の
と
は
反

対
の
事
柄
を
示
す
形
で
の
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
㉙
）。

こ
う
し
て
、
類
推
表
現
を
形
作
る
三
つ
の
小
類
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

む

す

び

以
上
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
ダ
ニ
凡
そ
六
十
六
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
と
い
う
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
が
総
て
の
用
例
に
お
い

て
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
振
り
返
れ
ば
、
①
願
望
表
現
や
②
仮
定
条
件
句
に
あ
っ
て
は
、

願
望
や
条
件
の
内
容
を
譲
歩
的
に
引
き
下
が
っ
た
段
階
の
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
で

「
せ
め
て
も
の
願
い
」
や
「
最
低
十
分
条
件
」
を
表
わ
す
の
に
加
わ
り
、
③
否
定
述
語

と
の
共
存
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
も
の
と
し
て
「
小
」
な
る
要
素
を
掲
げ

る
こ
と
で
「
皆
無
性
」
表
現
を
め
ぐ
る
役
割
の
一
半
を
分
か
ち
担
い
持
ち
、
④
類
推
表

現
に
際
し
て
は
、
小
な
る
要
素
に
お
い
て
も
の
事
柄
の
成
立
を
表
わ
す
こ
と
で
類
推
の

基
盤
と
な
る
事
柄
を
形
成
す
る
の
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献
に
お
け
る

ダ
ニ
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
有
す

る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
意
義
の
あ
り
よ
う
に
基
づ

い
て
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
は
、
二
事
態
の
関
係
を
踏
ま
え
る
点
で
群
数
性
を

備
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
が
軽
重
差
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性

を
も
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
二
つ
の
契
機
を
融
合
的
に
重
ね
担
い
持
つ
こ
と

に
お
い
て
、
副
助
詞
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
如
実
に
示
す
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
語

を
標
札
に
掲
げ
る
『
あ
ゆ
ひ
抄
』「
だ
に
家
」（
文
献
⑲
、
二
四
三
頁
）
の
根
本
性
格
も

ま
た
、
こ
う
し
た
事
情
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。最

後
に
、
こ
れ
ま
で
に
調
べ
得
た
か
ぎ
り
で
、
ダ
ニ
の
用
法
別
の
用
例
数
を
ま
と
め

る
と
、【
表
Ⅰ
】
の
よ
う
に
な
る
（
漢
数
字
が
用
例
数
。
左
横
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
そ

の
作
品
内
で
の
使
用
率
。
使
用
率
は
、
合
計
が
百
に
な
る
よ
う
微
修
正
を
施
し
た
）。

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
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二



古

今
後

撰
拾

遺
後
拾
遺
蜻

蛉

枕

大

鏡
今

鏡

願

望

一
一29

一
一19

一
一21

一
七26

二
〇31

四5

三7

二8

仮

定

一3

三5

三6

九14

七11

一
一16

三7

一4

否

定

二
二58

三
四57

二
三44

一
六24

一
九30

二
五34

一
八39

一
一42

類

推

二5

一
〇17

一
五29

二
四36

一
四22

二
九40

二
〇43

一
二46

其

他

二5

一2

／0

／0

四6

四5

二4

／0

計

三
八

五
九

五
二

六
六

六
四

七
三

四
六

二
六

古

今
後

撰
拾

遺
後
拾
遺
蜻

蛉

枕

大

鏡
今

鏡

願

望

一
一29

一
一19

一
一21

一
七26

一
六33

三4

二5

〇0

仮

定

一3

三5

三6

九14

五10

一
一16

一3

〇0

否

定

二
二58

三
四57

二
三44

一
六24

一
五31

二
二32

一
七41

一
一52

類

推

二5

一
〇17

一
五29

二
四36

九19

二
九42

一
九46

一
〇48

其

他

二5

一2

／0

／0

三七

四6

二5

／0

計

三
八

五
九

五
二

六
六

四
八

六
九

四
一

二
一

【
表
Ⅰ
】

も
っ
と
も
、【
表
Ⅰ
】
で
は
、
蜻
蛉
以
下
の
数
値
に
和
歌
の
用
例
数
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
除
い
て
ま
と
め
た
の
が【
表
Ⅱ
】
で
あ
る
（【
表
Ⅰ
】
と
同
様
、
使
用
率
の

合
計
を
百
に
す
る
た
め
、
微
修
正
を
施
し
た
。
蜻
蛉
日
記
に
見
え
る
長
歌
の
一
例
も
和

歌
の
例
に
数
え
た
）。

【
表
Ⅱ
】

こ
れ
ら
の
表
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
願
望
用
法
の
ダ
ニ
は
、
散
文
で
は
枕
以
降
で
大
幅
に
減
る
が
、
和
歌
で
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
依
然
活
勢
を
保
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
仮
定
条
件
句
で
の
用
法
は
全
般
に
少
な
い
が
、
和
歌
で
は
後
拾
遺
に
、
散

文
で
は
蜻
蛉
や
枕
に
、
や
や
活
勢
が
見
ら
れ
る
。

第
三
に
、
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
は
全
般
に
使
用
頻
度
が
高
い
が
、

後
拾
遺
で
は
類
推
用
法
に
歩
を
譲
り
、
散
文
で
も
枕
や
大
鏡
に
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ

る
。第

四
に
、
大
き
く
は
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
だ
が
、
類
推
用
法
は
、
和
歌
で
も
散
文
で

も
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
概
ね
勢
い
を
増
し
て
ゆ
く
。

こ
う
し
た
事
柄
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
潜
ん
で
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
、
い

な
い
の
か
）
に
つ
い
て
は
、
事
実
確
定
の
た
め
の
更
な
る
調
査
と
と
も
に
、
今
後
の
究

明
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
平
安
朝
和
歌
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
代
集

を
時
代
順
に
た
ど
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
継
続
作
業
と
し
て
、
こ
の
第
四
勅
撰

集
に
探
索
の
手
を
延
べ
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。

〔
付
記
〕『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
本
文
は
次
の
文
献
に
依
る
。

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信

校
注

一
九
九
四

岩
波
書
店
）

用
例
の
掲
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
と
っ
た
。

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

・
作
者
名
は
、「
前
大
納
言
公
任→

公
任
」「
入
道
摂
政→

兼
家
」
の
よ
う
に
、
適

宜
簡
略
化
し
た
。

・
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
は
「
不
知
」
で
示
し
た
。

歌
の
解
釈
等
に
際
し
て
は
、
次
の
諸
書
を
参
看
し
た
。

・
川
村
晃
生
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
一
九
九
一

和
泉
書
院
）

・
藤
本
一
恵
『
後
拾
遺
和
歌
集
全
釈
（
上
・
下
）』（
一
九
九
三

風
間
書
房
）

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

一
〇
三



・
犬
養
廉
・
平
野
由
紀
子
・
い
さ
ら
会
『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
（
上
・
下
）』（
一

九
九
六
〜
七

笠
間
書
院
）

・
川
村
晃
生
『
能
因
集
注
釈
』（
一
九
九
二

貴
重
本
刊
行
会
）

・
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
『
和
泉
式
部
集
全
釈
（
正
集
篇
）』（
二
〇
一

二

笠
間
書
院
）

関
連
す
る
散
文
作
品
に
つ
い
て
は
次
の
書
物
を
用
い
た
。

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記

蜻
蛉
日
記
』（
木
村
正
中
・
伊
牟
田

経
久

校
注
・
訳

一
九
七
三

小
学
館
）

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
松
尾
聰
・
永
井
和
子

校
注
・
訳

一
九
九
七

小
学
館
）

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③
・
⑤
』（
阿
部
秋
生
ほ
か

校
注
・

訳

一
九
九
六
・
七

小
学
館
）

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
鏡
』（
橘
健
二
・
加
藤
静
子

校
注
・
訳

一

九
九
六

小
学
館
）

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
③
』（
山
中
裕
ほ
か

校
注
・
訳

一

九
九
八

小
学
館
）

・
朝
日
古
典
全
書
『
今
鏡
』（
板
橋
倫
行

校
註

一
九
五
〇

朝
日
新
聞
社
）

・
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
（
上
）』（
一
九
八
二

福
武
書
店
）

こ
れ
ら
を
引
照
す
る
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」「
川
村
氏
」「
藤
本
全
釈
」「
犬
養
新

釈
」「
川
村
注
釈
」「
佐
伯
全
釈
」「
小
学
館
新
編
」「
朝
日
」
な
ど
の
略
称
を
適
宜
用

い
た
。注

（
注
①
）
文
献
②
・
一
七
二
頁
の
表
で
も
、
合
計
数
を
取
る
と
六
十
六
例
と
な
る
。

（
注
②
）
群
数
性
と
程
度
量
性
と
の
二
つ
の
契
機
を
骨
子
と
す
る
副
助
詞
の
類
的
性
格
把
握

は
文
献
⑳
に
基
づ
く
。
こ
の
観
点
を
取
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑪
の
「
む

す
び
」
参
照
。

（
注
③
）
第
三
句
は
、
川
村
氏
の
頭
注
に
《「
な
り
ぬ
と
も
」（
他
本
）
に
改
む
》
と
あ
り
、

和
泉
式
部
集
（
正
集
・
七
五
六
。
本
文
は
大
観
・
Ⅲ
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
ほ

う
が
自
然
に
思
え
る
が
、
姑
く
底
本
（
書
陵
部
本
）
本
文
の
ま
ま
意
味
を
取
っ
て
お

い
た
。

（
注
④
）
後
撰
集
（
七
七
二
）
に
次
の
歌
が
あ
っ
て
、
よ
く
似
た
仕
立
て
方
の
歌
に
な
っ
て

い
る
（
文
献
⑮
、
八
四
頁
）

・
見
る
め
刈
る
方
ぞ
あ
ふ
み
に
な
し
と
聞
く
玉
藻
を
さ
へ
や
海
人
は
潜
か
ぬ

（
注
⑤
）
和
泉
式
部
集
（
正
集
・
七
六
六
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
佐
伯
全
釈

に
よ
る
。
ス
ペ
イ
ス
も
原
文
に
従
う
。
新
編
大
観
で
は
、
第
二
句
を
「
あ
け
て
や
は
」

と
す
る
）。

・
秋
の
夜
も
あ
け
で
や
は
止
む

来
（
き
）
と
来
（
き
）
な
ば
待
て
か
し

槇
の
と

ば
か
り
を
だ
に

「
槇
の
（
板
）
戸
」
に
つ
い
て
は
次
の
歌
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
（
古
今
・
六
九

〇
。
本
文
は
新
大
系
。
六
帖
・
一
三
七
〇
で
は
、
第
三
句
「
や
す
ら
ひ
に
」、
第
四
句

「
板
戸
を
」）。
蜻
蛉
日
記
に
も
こ
の
歌
を
ふ
ま
え
た
軽
妙
な
言
葉
の
応
酬
が
見
ら
れ

る
（
小
学
館
・
新
編
、
二
七
三
頁
。
文
献
⑦
、
一
四
六
頁
）。

・
き
み
や
来
む
我
や
行
か
む
の
い
さ
よ
ひ
に
槇
の
板
戸
も
さ
ゝ
ず
寝
に
け
り

（
注
⑥
）
な
お
こ
の
歌
は
能
因
集
（
一
〇
〇
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
詞
書
は
《
則

長
朝
臣
い
ま
な
む
な
が
と
へ
く
だ
る
と
い
ひ
お
こ
せ
た
る
に
》（
大
観
Ⅲ
）
で
あ
り
、

川
村
注
釈
に
よ
れ
ば
、
相
手
は
橘
則
長
（
能
因
と
同
族
）
で
あ
る
。

（
注
⑦
）『
あ
ゆ
ひ
抄
』「
の
み
家
」
で
は
、
バ
カ
リ
の
特
徴
を
《
そ
の
一
つ
に
て
二
つ
三
つ

に
お
よ
ば
ぬ
心
》（
文
献
⑲
、
二
四
〇
頁
）
と
説
く
。
文
献
⑰
⑱
で
は
、
成
章
の
こ
の

考
え
方
に
基
づ
き
つ
つ
、
枕
・
大
鏡
な
ど
の
用
例
を
検
討
し
て
い
る
。

（
注
⑧
）「
ば
か
り
だ
に
」
の
形
が
願
望
表
現
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
（
真

木
柱
）
に
次
の
例
が
見
え
る
（
小
学
館
・
新
編
③
、
三
六
七
頁
）。
北
の
方
か
ら
香
炉

を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
灰
ま
み
れ
に
な
っ
た
あ
と
の
髭
黒
の
思
い
で
あ
る
。
玉
鬘
を
自

邸
に
迎
え
入
れ
る
ま
で
だ
け
で
も
、
北
の
方
と
の
間
に
悶
着
が
生
じ
て
不
評
の
種
に

な
る
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
っ
て
欲
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。

・
〔
髭
黒
は
〕
心
の
中
に
も
、〔
北
の
方
が
〕
こ
の
こ
ろ
ば
か
り
だ
に
、〔
物
の
怪
に

憑
か
れ
ず
に
〕
事
な
く
う
つ
し
心
に
あ
ら
せ
た
ま
へ
と
念
じ
た
ま
ふ
。

（
注
⑨
）
な
お
こ
の
歌
は
『
枕
草
子
』
に
も
見
え
る
（「
円
融
院
の
御
果
て
の
年
」
小
学
館
新

編
・
一
三
二
段
、
二
五
〇
頁
。
文
献
⑧
、
二
六
八
〜
九
頁
）。

（
注
⑩
）
な
お
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
よ
く
似
た
仮
定
条
件
句
が
見
え
る
（
小
学
館
・
新
編
、

一
七
六
頁
。
文
献
⑦
、
一
四
二
頁
）。

・
風
だ
に
も
思
は
ぬ
か
た
に
寄
せ
ざ
ら
ば
こ
の
世
の
こ
と
は
か
の
世
に
も
見
む

（
注
⑪
）「
ば
か
り
だ
に
」
の
形
が
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
源
氏
物
語

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

一
〇
四



（
竹
河
）
に
次
の
例
が
見
え
る
（
小
学
館
・
新
編
⑤
、
八
九
頁
）。
蔵
人
の
少
将
（
夕

霧
の
子
息
）
は
、
大
君
（
玉
鬘
の
娘
）
に
想
い
を
懸
け
て
い
た
が
、
大
君
は
冷
泉
院

に
参
院
す
る
。
そ
の
失
意
の
思
い
を
述
べ
る
言
葉
で
あ
る
。
お
気
の
毒
に
思
う
と
、

そ
う
一
言
だ
け
な
り
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
け
れ
ば
、
死
な
ず
に
す
む
や
も
し
れ
ま

せ
ん
、
と
の
意
で
あ
ろ
う
。

・
「
今
は
限
り
と
思
ひ
は
つ
る
命
の
さ
す
が
に
悲
し
き
を
。
あ
は
れ
と
思
ふ
、
と
ば

か
り
だ
に
一
言
の
た
ま
は
せ
ば
、
そ
れ
に
か
け
と
ど
め
ら
れ
て
、
し
ば
し
も
な
が

ら
へ
や
せ
ん
」

（
注
⑫
）
文
献
㉒
・
二
一
頁
。
同
書
に
は
《
弱
数
量
叙
述
》（
九
一
頁
）
と
い
う
呼
び
名
も
見

え
る
。

（
注
⑬
）
伊
勢
に
次
の
歌
（
拾
遺
集
・
九
五
一
）
が
あ
っ
て
、
上
句
の
言
い
回
し
が
似
て
い

る
（
文
献
⑬
、
一
九
六
頁
）。

・
さ
も
こ
そ
は
逢
ひ
見
む
こ
と
の
か
た
か
ら
め
忘
れ
ず
と
だ
に
言
ふ
人
の
な
き

（
注
⑭
）
河
原
の
院
の
松
を
「
し
る
し
」
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
は
、
拾
遺
集
（
四
六

一
）
に
次
の
歌
が
見
え
る
（
文
献
⑯
、
七
七
頁
）。

・
行
末
の
し
る
し
許
に
残
る
べ
き
松
さ
へ
い
た
く
老
い
に
け
る
哉

（
注
⑮
）
拾
遺
集
（
一
二
三
六
）
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
見
え
た
（
文
献
⑬
、
一
九
五
頁
）。

・
世
の
中
は
い
か
が
は
せ
ま
し
茂
山
の
青
葉
の
杉
の
し
る
し
だ
に
な
し

（
注
⑯
）
拾
遺
集
（
一
三
〇
〇
、
哀
傷
）
の
次
の
歌
も
よ
く
似
た
仕
立
て
方
に
な
っ
て
お
り
、

新
大
系
・
脚
注
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
詠
歌
の
場
面
（
為
頼
へ
の
返
歌
）
に
つ
い
て

は
、
文
献
⑬
・
一
九
九
頁
。

・
常
な
ら
ぬ
世
は
憂
き
身
こ
そ
悲
し
け
れ
そ
の
数
に
だ
に
入
ら
じ
と
思
へ
ば

（
注
⑰
）「
か
け
て
だ
に
」
の
云
い
方
は
、
既
に
後
撰
集
（
一
四
二
二
）
に
見
え
た
（
文
献
⑫
、

一
七
頁
）。

・
か
け
て
だ
に
我
が
身
の
上
と
思
ひ
き
や
来
む
年
春
の
花
を
見
じ
と
は
（
伊
勢
）

そ
こ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
献
㉓
に
は
動
詞
「
か
く
」
の
意
義
分
析
が
見
え
て
後

撰
の
例
が
「
動
詞
ば
な
れ
」
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
三
三
頁
）。

ま
た
文
献
①
に
は
、
動
詞
「
か
く
」
に
ま
つ
わ
る
用
例
が
、「
か
け
て
」
の
場
合
を
も

含
め
て
幅
広
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
後
拾
遺
集
で
「
か
け
て
（
も
）」
が
反
語
や
否
定

と
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

・
紫
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
見
む
と
は
（
五
四
一
）

・
い
か
に
せ
ん
か
け
て
も
い
ま
は
頼
ま
じ
と
思
ふ
に
い
と
ゞ
ぬ
る
ゝ
た
も
と
を
（
六

三
九
）

・
こ
ろ
も
な
る
玉
と
も
か
け
て
知
ら
ざ
り
き
酔
ひ
さ
め
て
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ
（
一

一
九
四
）

（
注
⑱
）
新
大
系
・
脚
注
で
は
、
和
泉
式
部
集
（
正
集
）
に
《
い
か
な
る
人
に
か
い
ひ
侍
る
》

（
大
観
・
Ⅲ
）
と
し
て
収
め
る
八
首
の
内
の
一
首
（
五
四
四
）
で
あ
る
む
ね
指
摘
し
、

《
作
者
は
や
は
り
和
泉
式
部
と
見
る
べ
き
か
》
と
注
す
る
。

（
注
⑲
）
成
章
の
『
換
玉
帖
』（
文
献
④
、
一
一
一
六
頁
）
で
は
、
和
歌
一
首
の
形
式
的
な
意

味
構
造
（
成
章
の
用
語
法
で
は
〈
旨
・
趣
〉）
を
分
析
す
る
に
際
し
て
「
サ
ラ
ヌ
タ
ニ

イ
ト
ヽ
」
の
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
、
こ
の
語
が
（
程
度
量
的

な
側
面
で
の
限
り
に
）
意
味
の
形
式
的
な
側
面
に
関
わ
る
と
い
っ
た
性
格
を
多
分
に

有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
（
文
献
⑥
、
一
六
八
〜
九
頁
）。
な

お
、『
か
ざ
し
抄
』（
文
献
⑤
、
五
四
頁
）
で
は
「
い
と
ど
」
の
訳
し
方
を
、「
タ
ヾ
サ

ヘ
・
イ
ト
ヾ
サ
ヘ
」
と
「
一
倍
」
と
に
分
け
て
い
る
。

（
注
⑳
）『
斎
宮
女
御
集
』（
大
観
・
Ⅲ
）
の
詞
書
（
な
ど
）
は
次
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
初

句
は
《
秋
の
日
の
》
で
あ
っ
て
ダ
ニ
は
見
え
な
い
（
一
五
）。

・
《
う
へ
、
ひ
さ
し
う
わ
た
ら
せ
給
は
ぬ
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
、
き
む
を
い
と
を
か
し

う
ひ
き
給
ふ
に
、
上
、
し
ろ
き
御
ぞ
の
な
え
た
る
を
た
て
ま
つ
り
て
、
い
そ
ぎ
わ

た
ら
せ
給
ひ
て
、
御
か
た
は
ら
に
ゐ
さ
せ
給
へ
ど
、
人
の
お
は
す
る
と
も
み
い
れ

さ
せ
た
ま
は
ぬ
け
し
き
に
て
ひ
き
給
ふ
を
、
き
こ
し
め
せ
ば
〔
秋
の
日
の
あ
や
し

き
ほ
ど
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
を
ぎ
ふ
く
か
ぜ
の
お
と
ぞ
き
こ
ゆ
る
〕
と
き
き
つ
け
た
り

し
こ
こ
ち
な
む
せ
ち
な
り
し
と
こ
そ
御
日
き
に
は
あ
な
れ
》

な
お
、
新
大
系
（
底
本＝

書
陵
部
本
）
詞
書
の
「
こ
と
に
ひ
き
侍
け
る
」
は
、
季
吟

の
抄
で
は
《
琴
ひ
き
侍
け
る
》
で
あ
る
。

（
注
㉑
）
な
お
こ
の
歌
は
、
拾
遺
集
（
一
〇
九
三
）
に
も
見
え
る
（
文
献
⑬
、
二
〇
〇
頁
）。

（
注
㉒
）
後
撰
集
（
一
三
四
〇
）
に
次
の
歌
が
あ
り
（
文
献
⑫
、
一
八
頁
）、
新
大
系
・
脚
注

に
も
引
く
。

・
来
む
と
言
ひ
て
別
る
ゝ
だ
に
も
あ
る
物
を
知
ら
れ
ぬ
今
朝
の
ま
し
て
わ
び
し
さ
（
時

平
）

（
注
㉓
）
第
二
句
は
「
頼
め
て
」
と
読
ま
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
犬
養
新
釈
（
上
巻
）
に
《
歌

意
か
ら
考
え
て
「
た
の
め
て
」
で
は
無
理
が
あ
り
、
こ
こ
は
「
た
の
め
で
」
と
打
ち

消
し
で
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
帰
っ
て
く
る
と
あ
て
に
さ
せ
ず
に

行
っ
て
し
ま
っ
た
春
で
さ
え
（
だ
に
）」
と
す
れ
ば
、
軽
い
も
の
を
挙
げ
て
重
い
も
の

（
あ
な
た
が
帰
っ
て
く
る
春
）
を
類
推
さ
せ
る
副
助
詞
「
だ
に
」
が
生
き
て
く
る
こ

と
に
な
る
》（
佐
藤
久
美
子
氏
筆
）
と
さ
れ
る
の
に
従
っ
た
。

（
注
㉔
）
先
に
ｂ
の
⑧
と
し
て
掲
げ
た
公
任
の
歌
（
四
九
七
）
も
寂
超
渡
唐
の
際
の
歌
で
あ

る
。

（
注
㉕
）
拾
遺
集
（
三
二
二
）
の
次
の
歌
で
も
、「
涙
」
が
統
御
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
（
文
献
⑬
、
一
九
九
頁
）。

・
惜
し
む
と
も
か
た
し
や
別
れ
心
な
る
涙
を
だ
に
も
え
や
は
留
む
る

（
注
㉖
）『
弁
乳
母
集
』（
大
観
・
Ⅲ
）
で
は
「
大
納
言
殿
」
と
連
歌
を
し
た
あ
と
の
、
次
の

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

一
〇
五



歌
に
対
す
る
応
答
歌
（
二
〇
）
と
し
て
こ
の
歌
を
載
せ
る
（
新
大
系
・
脚
注
）。

・
か
を
と
め
て
君
が
か
た
み
に
を
し
ま
る
る
は
な
の
す
が
た
は
か
ぜ
も
よ
け
な
ん
（
十

九
・
大
納
言
殿
）

（
注
㉗
）
拾
遺
集
（
四
三
七
）
に
見
え
る
次
の
歌
も
、
よ
く
似
た
仕
立
て
方
に
な
っ
て
い
る

（
文
献
⑬
、
二
〇
一
頁
）。

・
雲
井
に
て
あ
ひ
語
ら
は
ぬ
月
だ
に
も
我
が
宿
過
ぎ
て
ゆ
く
時
は
な
し
（
伊
勢
）

（
注
㉘
）
高
階
成
順
は
伊
勢
大
輔
の
夫
で
あ
っ
た
。
成
順
が
石
山
寺
に
こ
も
っ
た
と
き
の
大

輔
の
歌
を
、
願
望
用
法
②
の
例
と
し
て
掲
げ
た
。
成
順
の
一
周
忌
の
法
要
で
大
輔
の

詠
ん
だ
歌
も
後
拾
遺
に
収
め
る
（
五
八
五
）。
な
お
成
順
の
父
・
明
順
は
中
宮
定
子
の

叔
父
で
あ
り
、
枕
草
子
に
も
、
清
女
ら
が
時
鳥
を
聞
き
に
遠
出
を
し
た
時
に
手
づ
か

ら
摘
ん
だ
蕨
を
供
応
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
（
小
学
館
・
新
編
、
一
八
六
頁
。

文
献
⑧
、
二
八
四
頁
）

（
注
㉙
）
上
句
の
「
何
な
れ
や
」
は
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
文
献
⑲
）
で
は
〔
疑
ふ
伏
や
〕（
一
四

三
頁
）
と
呼
ば
れ
、《〔
さ
さ
ぬ
中
の
や
〕
に
似
た
れ
ど
、
下
の
打
ち
合
ひ
、
か
れ
と

同
じ
か
ら
ぬ
例
多
し
》（
一
四
四
頁
）
と
さ
れ
る
事
象
に
該
当
す
る
。
意
味
に
つ
い
て

は
《〔
な
れ
や
〕
を
「
ヂ
ヤ
ヤ
ラ
」
と
心
得
べ
き
な
り
》（
同
）
と
さ
れ
て
い
る
。

参
考
文
献

①
井
上
博
嗣
（
一
九
九
六
）「
古
代
語
の
陳
述
副
詞
に
つ
い
て
―
「
か
け
て
・
か
け
て
も
」
の

場
合
―
」『
女
子
大
国
文
』
一
二
〇
号
（
京
都
女
子
大
学
）

②
衣
畑
智
秀
（
二
〇
〇
五
）「
副
助
詞
ダ
ニ
の
意
味
と
構
造
と
そ
の
変
化
―
上
代
・
中
古
に

お
け
る
―
」『
日
本
語
文
法
』
五
巻
一
号

③
鈴
木
ひ
と
み
（
二
〇
〇
五
）「
副
助
詞
サ
エ
（
サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の

関
連
に
お
い
て
―
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
号
（
東
京
大
学
）

④
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
一
）『
富
士
谷
成
章
全
集
・
上
巻
』（
風
間
書
房
）

⑤
竹
岡
正
夫
（
一
九
七
三
）『
か
ざ
し
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）

⑥
田
中
敏
生
（
一
九
九
八
）「
精
神
作
用
と
事
態
関
係
―
成
章
『
換
玉
帖
』
に
お
け
る
〈
旨
・

趣
〉
分
析
の
諸
類
型
―
」『
四
国
大
学
紀
要
（
人
文
）』
一
〇
号

⑦
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
』（
人

文
）
二
八
号

⑧
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
』（
人
文
）
三
〇
号

⑨
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
（
四
国
大
学
）

⑩
田
中
敏
生
（
二
〇
一
五
）「『
今
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
相
対

的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
五
号

⑪
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
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
―
」『
四
国
大
学
紀
要
（
人
文
）』
三
八
号

⑫
田
中
敏
生
（
二
〇
一
五
）「『
後
撰
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
言
語
文
化
』
十
三
号
（
四
国
大
学
）

⑬
田
中
敏
生
（
二
〇
一
六
）「『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相

対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
六
号

⑭
田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少

性
〉
の
意
義
の
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
二
号

⑮
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
後
撰
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周

縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
九
号

⑯
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周

縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
〇
号

⑰
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ノ
ミ
―
中
古
に
お
け
る
役
割

分
担
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
九
号

⑱
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ノ
ミ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
役

割
分
担
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
七
号

⑲
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）

⑳
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

㉑
森
重

敏
（
一
九
五
八
）「
程
度
量
副
詞
の
設
定
」『
国
語
国
文
』
二
七
巻
一
号

㉒
山
田
小
枝
（
一
九
九
七
）『
否
定
対
極
表
現
』（
多
賀
出
版
）

㉓
渡
辺

実
（
一
九
七
八
）「
同
根
の
動
詞
・
副
詞
・
接
尾
動
詞
」『
論
集
日
本
文
学
・
日
本

語
5
現
代
』（
角
川
書
店
）

（
田
中
敏
生

四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―

一
〇
六
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