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『悔草』の創意

Ｈ

か
う
じ
た
て

あ
や
表

…
思
い
出
た
り
、
我
古
へ
、
去
方
に
て
、
香
匙
立
と
や
ら
ん
見
け
る
と
て
、
誤
り

櫛
を
さ
し
入
て
、
ぬ
か
ん
と
す
れ
ど
、
鬼
餅
撫
ざ
れ
ば
、
人
々
様
々
鍛
錬
あ
れ
ど
、

さ
ま
た
ん
小
￥
ん

い
た

う
つ
は
し
の
く
曙
ひ

な
を
し
ま
っ
て
痛
み
け
れ
ば
、
せ
ん
か
た
な
く
て
、
其
の
器
打
碑
て
、
た
ぎ
れ
ゆ
び

ら
う
ぜ
き

め
ん
ぼ
く

を
出
し
け
り
。
狼
籍
と
い
わ
れ
て
、
面
目
な
か
り
し
後
悔
。

こ
の
話
は
、
『
悔
草
』
中
巻
の
十
三
段
、
そ
の
後
半
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
誰
で
も
が
ふ
と
し
た
機
で
思
い
が
け
ず
も
陥
り
犯
し
て
し
ま
う
過
ち
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
の
誰
に
で
も
一
度
は
覚
え
の
あ
る
失
敗
談
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
失
敗
談

は
作
者
が
「
或
は
識
隠
ち
が
い
だ
な
に
な
ん
有
物
を
、
む
さ
と
取
見
る
の
み
な
ら
ず
、

を
か

で
ん
ぷ

も
と
の
や
う
に
も
置
ず
し
て
、
田
夫
の
わ
ざ
と
ぞ
い
は
れ
け
る
」
と
記
し
た
時
点
に
お

い
て
、
「
思
ひ
出
た
り
」
と
し
て
綴
っ
た
形
を
採
っ
て
い
る
。
『
悔
草
』
の
読
者
は
、

だ
か
ら
、
こ
の
段
を
読
み
進
ん
で
き
て
、
こ
の
失
敗
談
を
読
め
ば
、
作
者
自
身
の
「
田

夫
」
で
あ
る
こ
と
を
粉
れ
も
な
く
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
、
今
更
な
が
ら
「
後
悔
」
し
て

も
始
ま
ら
ぬ
惨
め
な
体
験
の
告
白
な
の
だ
な
と
、
合
点
し
て
、
こ
の
段
を
読
み
終
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

だ
が
、
も
し
も
、
『
徒
然
草
』
の
精
読
者
が
こ
の
作
品
の
読
者
の
中
に
い
た
と
し
た

な
ら
ば
、
ど
う
こ
の
「
後
悔
」
談
を
読
み
と
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
Ｉ
精
読
者
は
、
当
然
、

こ
の
十
三
段
の
冒
頭
か
ら
順
次
読
み
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
が
、
そ
の
過
程
で
彼
は
よ
く

記
憶
し
て
い
る
『
徒
然
草
』
の
あ
る
段
の
文
章
や
語
句
を
、
今
彼
の
視
線
が
辿
っ
て
い

る
字
句
か
ら
鮮
明
に
喚
び
起
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
今
彼
の
脳

裡
に
お
い
て
『
徒
然
草
』
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
『
悔
草
』
中
巻
の
十
三
段
前
半

の
文
章
を
あ
げ
れ
ば
、

い
た

憎
易
う
へ

花
を
鵬
ま
ば
春
よ
り
冬
に
至
る
迄
、
次
第
に
さ
く
草
を
、
求
植
べ
き
か
。
或
は
花

Ｑ

え
だ
た
お
ら

ま
ど
ど
ぼ
そ

を
こ
ふ
共
、
犬
な
る
枝
は
手
折
じ
。
月
さ
や
け
き
に
、
窓
も
扉
も
さ
し
お
ほ
は
ん
や
。

い
さ
ぎ
よ
き
魅
の
樹
北
へ
、
ふ
つ
、
か
な
る
あ
し
を
さ
し
入
ん
や
。
雪
の
妙
な
る
と

た
え

『
悔
草
』
の
創
意

ま
さ
ご

あ
し
あ
と

真
砂
の
な
ら
し
け
る
に
、
足
跡
見
せ
ん
や
。

そ
し
て
、
彼
が
こ
の
文
章
を
読
み
つ
、
喚
起
し
て
く
る
『
徒
然
草
』
の
あ
る
段
と
言
う

の
は
、
他
で
も
な
い
、
あ
の
「
す
べ
て
、
月
・
花
を
ば
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
。
…
」

以
下
の
百
三
十
七
段
の
文
章
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
に
引
用
し
た
文
章
の

え
だ
て
お
ら

中
の
「
或
は
花
を
こ
ふ
共
、
大
な
る
枝
は
手
折
じ
写
に
は
「
は
て
は
大
き
な
る
枝
心
な

ま
と
と
唾
そ

く
折
取
ぬ
写
を
、
ま
た
「
月
さ
や
け
き
に
、
窓
も
扉
も
さ
し
お
ほ
は
ん
や
凶
に
は
少
し

疑
問
を
抱
き
な
が
ら
も
、
「
月
の
夜
は
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
い
と
た
の
も

し
う
を
か
し
け
れ
」
を
、
そ
し
て
「
い
さ
ぎ
よ
き
職
の
織
北
へ
、
ふ
つ
ゞ
か
な
る
あ
し

た
え

ま
さ
ご

あ
し
あ
と

を
さ
し
入
ん
や
。
雪
の
妙
な
る
と
真
砂
の
な
ら
し
け
る
に
、
足
跡
見
せ
ん
や
〕
か
ら
は

「
泉
に
は
手
足
さ
し
ひ
た
し
て
、
雪
に
は
お
り
た
ち
て
跡
つ
け
な
ど
…
」
の
一
節
を
、

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
悔
草
』
の
作
者
が
花
の
大
き
な
枝
を
手
折
り
、
庭
の
遣
水
へ
足

を
さ
し
入
れ
る
等
の
振
舞
い
を
「
田
夫
」
の
証
し
と
言
っ
た
、
そ
の
「
田
夫
」
は
兼
好

が
「
よ
き
人
」
の
反
対
項
と
し
た
「
片
田
舎
の
人
」
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
も
彼
に
は

な
ん
な
く
読
み
と
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
悔
草
』
中
巻
の
十
三
段
の
前

半
が
『
徒
然
草
』
百
三
十
七
段
を
、
表
現
と
し
て
は
反
語
的
表
現
に
代
え
て
は
い
て
も
、

な
ぞ
っ
て
書
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
か
ら
、
『
徒
然
草
』
の
精
読
者
で
あ
る

彼
が
後
半
の
失
敗
談
を
解
読
す
る
コ
ー
ド
に
『
徒
然
草
』
を
意
識
に
措
き
、
そ
の
各
段

の
記
憶
の
ぺ
ｌ
ジ
を
繰
っ
て
照
応
す
る
挿
話
を
探
し
て
、
読
む
の
は
必
然
的
な
行
為
で

あ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
彼
は
『
悔
草
』
を
こ
の
中
巻
十
三
段
ま
で

Ｌ
や
う

読
み
進
ん
で
く
る
途
中
に
お
い
て
、
「
さ
れ
ば
兼
好
も
、
一
生
の
け
だ
ひ
は
、
一
生
の

郷
呈
彪

島
や
分
も
人

怠
り
と
い
へ
り
」
（
上
巻
、
十
三
段
）
、
「
つ
れ
づ
れ
草
に
、
有
人
顔
か
く
し
て
聴
聞

の
人
々
ま
ぎ
れ
て
居
た
り
…
」
（
上
巻
、
四
十
段
）
と
記
し
た
個
所
に
既
に
接
し
て
も

き
て
い
る
。
彼
は
『
悔
草
』
に
与
え
た
『
徒
然
草
』
の
影
響
の
大
き
さ
を
は
っ
き
り
と

看
取
し
つ
つ
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
読
ん
で
い
る
こ
こ

十
三
段
で
も
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
例
の
失
敗
談
に
対
し
て
記
憶
の
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
検
索
し
探
し
出
し
た
の
が
、

『
徒
然
草
』
五
十
三
段
、
仁
和
寺
の
法
師
が
酒
興
に
乗
じ
た
あ
ま
り
に
被
っ
た
足
鼎
で

惹
き
起
こ
し
た
、
例
の
悲
喜
劇
の
逸
話
で
あ
る
。
話
の
素
材
は
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の

構
造
は
両
者
と
も
に
同
じ
な
の
だ
。
と
な
れ
ば
『
悔
草
』
の
話
は
作
者
の
体
験
の
告
白

談
で
は
最
早
な
く
な
る
。
足
鼎
の
話
の
構
造
を
借
り
て
、
素
材
を
変
え
る
こ
と
で
、
作

者
自
身
の
失
敗
談
と
し
て
虚
構
し
た
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
「
田
夫
」
で
あ

る
作
者
も
虚
構
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
、
と
彼
が
解
読
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然

過
ぎ
る
程
の
解
読
で
あ
っ
て
、
十
分
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
徒

然
草
』
の
こ
の
精
読
者
が
『
悔
草
』
中
巻
の
十
三
段
を
読
む
と
い
う
行
為
は
一
応
こ
、

で
終
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
以
上
の
解
読
で
完
了
と
言
い
切

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
精
読
者
が
疑
念
を
覚
え
た
「
月
さ
や
け
き

ま
ど
吟
ぼ
そ

に
、
窓
も
扉
も
さ
し
お
ほ
は
ん
や
」
の
く
だ
り
は
「
月
の
夜
は
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思

へ
る
こ
そ
い
と
た
の
も
し
う
を
か
し
け
れ
」
と
は
反
対
の
意
味
内
容
で
あ
っ
て
、
両
者

を
、
他
の
各
々
と
同
じ
に
、
対
応
関
係
に
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
。
で
は
、
『
悔
草
』

の
作
者
は
『
徒
然
草
』
の
右
の
一
節
を
誤
読
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
に
は
、
実
は
も
う
一
つ
の
解
読
の
た
め
の
コ
ー
ド
が
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
偏
子
の
『
可
笑
記
』
で
あ
る
。
受
の
巻
五
の
六
十
四
段

員
》
や
。
し
や

前
半
に
「
よ
か
ら
ぬ
人
々
の
花
車
だ
て
す
る
ぞ
お
か
し
き
」
と
し
て
、

或
は
花
を
み
る
に
も
色
こ
き
え
だ
に
さ
き
み
ち
た
る
を
お
も
し
ろ
が
り
、
木
の
本

に
物
し
き
て
あ
そ
ぶ
と
い
な
や
、
大
き
な
る
え
だ
ひ
し
ひ
し
と
う
ち
お
り
、
ざ
し
き

に
た
て
、
後
に
は
酒
に
え
ひ
、
あ
つ
さ
に
た
へ
か
ね
小
袖
引
ぬ
ぎ
、
花
の
枝
に
か
け

さ
ら
し
、
或
は
い
さ
ぎ
よ
き
い
づ
み
に
も
、
す
そ
か
い
く
り
と
ぶ
八
、
と
と
び
入
て
、

は
ぎ

く
ろ
み
た
る
脛
ま
で
を
あ
ら
ひ
、
或
弛
騰
肺
Ⅸ
叩
に
胴
ノ
、
し
く
ま
ゆ
ほ
の
か
に
み
渡

し
た
る
ざ
し
き
に
の
ぼ
り
ゐ
て
も
、
障
子
を
し
た
て
枕
引
よ
せ
う
ち
ね
た
る
有
様
、

手
足
う
ち
な
が
め
う
つ
ぶ
し
ふ
し
い
、
或
は
は
つ
雪
の
う
す
ら
か
に
し
て
庭
の
面
し

ち
り

ろ
た
へ
に
塵
も
な
き
に
お
り
た
ち
、
ふ
み
ち
ら
し
つ
ぶ
せ
う
ち
あ
そ
ぶ
、
或
は
一
と

を
り
ふ
り
過
た
る
村
雨
の
空
し
づ
け
き
月
の
か
ほ
え
な
ら
ぬ
に
も
窓
さ
し
ふ
た
ぎ
て
、

あ
か

と
も
し
び
き
ら
き
ら
と
か
か
げ
、
よ
こ
し
ま
な
る
事
の
み
ね
が
ひ
明
し
は
て
た
る
は

女
わ
か
衆
金
銀
の
事
の
み
…

と
列
挙
し
た
記
述
が
あ
る
。
一
読
し
て
判
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
『
徒
然
草
』
百
三
十
七

段
を
な
ぞ
っ
た
文
章
で
出
来
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
如
侭
子
が
『
可
笑
記
』
全
二
百
八

十
段
中
に
、
右
の
よ
う
に
、
な
ぞ
っ
た
り
、
翻
案
し
た
り
、
一
部
分
を
引
用
し
た
り
と

い
っ
た
具
合
に
『
徒
然
草
』
を
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
段
数
が
四
十
七
に
及
ん
で
い

る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
『
悔
草
』
が
、
そ
の
記
述
に
際
し
て
、
『
可
笑
記
』
の
諸
段
を

摂
取
し
た
と
見
な
し
う
る
段
が
、
渡
辺
守
邦
氏
の
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
典
拠
の
問
題

《
砿
Ｉ
）

Ｉ
『
悔
草
』
を
中
心
に
ｌ
」
に
よ
れ
ば
、
十
四
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
言
え
ば
、

『
悔
草
』
は
、
こ
の
他
に
、
『
語
園
』
（
一
条
兼
良
）
、
林
羅
山
の
儒
教
仮
名
抄
の
『
童

観
抄
』
・
『
盾
言
抄
』
・
『
三
徳
抄
』
、
先
行
の
仮
名
草
子
『
祇
園
物
語
』
・
『
ひ
そ

め
草
』
・
『
尤
之
双
紙
』
か
ら
の
受
容
を
渡
辺
氏
は
右
の
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
し
（
例

え
ば
、
『
悔
草
』
中
巻
の
士
二
段
の
あ
の
冒
頭
の
文
章
「
花
を
鵬
ま
ば
春
よ
り
冬
に
至い

た

る
迄
、
次
第
に
さ
く
草
を
滋
櫨
べ
き
か
。
」
は
『
童
観
抄
』
の
「
欧
陽
公
種
花
詩
」
の

ヲ
ウ

ル
ヲ

上
シ

注
記
中
の
「
花
木
ノ
紅
白
ヲ
相
雑
ヘ
テ
。
春
ョ
リ
冬
二
至
ル
マ
テ
。
次
第
人
～
ニ
サ
ク

（
柱
２
）

ヤ
ウ
ニ
ウ
ユ
ヘ
、
詮
に
基
づ
く
。
）
、
加
え
て
、
羅
山
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書
『
野
槌
』
、

『
伊
曽
保
物
語
』
、
藤
原
慢
窩
の
儒
教
仮
名
抄
『
寸
鉄
録
』
、
松
永
尺
五
の
儒
教
仮
名

（
注
３
）

抄
『
葬
倫
抄
』
な
ど
か
ら
の
は
っ
き
り
と
し
た
利
用
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
悔
草
』
が
以
上
の
諸
作
品
と
典
拠
の
関
係
に
お
い
て
深
く
結
び
付
い
て
い
る
以
上
、

こ
れ
ら
の
作
品
の
表
現
、
記
述
内
容
を
常
に
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
、
読
者
は
ま
ず
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
面
の
『
悔
草
』
中
巻
の
十
三
段
に

『
可
笑
記
』
を
も
解
読
の
た
め
の
コ
ー
ド
と
し
て
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
こ
れ
で
了
解
し

ま
ど
ど
ぼ
そ

う
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
月
さ
や
け
き
に
窓
も
扉
も
さ
し
お
ほ
は
ん
や
」
が
『
徒

然
草
』
百
三
十
七
段
を
な
ぞ
っ
て
書
か
れ
た
、
右
に
既
に
引
用
し
て
お
い
た
『
可
笑
記
』

巻
五
の
六
十
四
段
の
、
二
個
所
の
傍
線
部
分
、
就
中
「
し
づ
け
き
月
の
か
ほ
え
な
ら
ぬ

に
も
窓
さ
し
ふ
た
ぎ
て
」
を
下
敷
に
書
か
れ
た
一
節
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
三
段
の
前
半
の
記
述
は
『
徒
然
草
』
百
三
十
七
段
と
『
可
笑
記
』

巻
五
の
六
十
四
段
と
の
文
章
に
基
づ
き
、
そ
の
各
々
を
混
清
さ
せ
て
成
っ
た
文
章
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
文
章
を
眼
前
に
し
て
読
者
は
後
半
の
失
敗
談
に
つ
い
て

も
『
可
笑
記
』
の
痕
跡
を
探
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
『
可
笑
記
』
巻
五
の
三

十
九
段
、

ふ
え

む
か
し
、
さ
る
人
、
友
だ
ち
の
ひ
と
り
子
の
も
て
る
ひ
ざ
う
の
笛
を
か
り
て
、
ふ

き
な
ら
し
も
て
あ
そ
び
け
る
が
、
な
に
と
な
き
て
ず
さ
み
の
あ
ま
り
に
ふ
え
の
中
へ

ゆ
び
を
入
た
り
け
り
。
し
ば
し
し
て
ぬ
か
ん
と
す
る
に
ぬ
け
ず
。
是
は
い
か
に
と
あ

は
て
ふ
た
め
き
、
ぬ
か
ん
と
す
る
に
猶
ぬ
け
ず
。
は
じ
め
こ
そ
人
め
も
は
ぢ
ら
ひ
て

か
く
し
け
れ
。
後
々
は
せ
ん
か
た
も
な
く
つ
ら
を
あ
か
め
あ
せ
を
な
が
し
て
あ
き
れ

は
て
ぬ
。
つ
ま
や
子
共
み
う
ち
の
お
と
こ
女
は
し
り
つ
ど
ひ
、
い
か
ぎ
せ
ん
、
只
水

秋田高専研究紀要第20号
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『悔草』の創意

を
入
れ
よ
、
あ
ぶ
ら
を
入
れ
よ
と
ひ
し
め
き
、
引
ぬ
か
ん
と
す
れ
ば
、
ゆ
び
き
れ
て

ｂ
か
ａ
へ

お
つ
る
が
ご
と
く
い
た
み
さ
け
ぶ
に
、
せ
ん
か
た
な
し
。
か
、
る
所
へ
、
か
の
笛
の

い
き
だ
さ
』
い

ぬ
し
未
十
歳
ば
か
り
な
る
が
来
て
、
此
よ
し
を
み
る
よ
り
も
か
ら
’
、
と
う
ち
わ
ら

ひ
、
い
か
に
と
と
ふ
。
し
か
入
、
の
よ
し
め
ん
ぼ
く
な
し
と
こ
た
ふ
。
此
子
い
ふ
や

う
は
、
何
か
く
る
し
う
候
べ
き
。
い
で
人
‐
、
ゆ
び
取
出
し
て
ま
い
ら
せ
ん
と
、
こ
の

笛
を
お
し
げ
も
な
く
う
ち
は
り
け
れ
ば
、
ゆ
び
の
ふ
し
は
か
は
む
け
て
血
に
な
り
、

あ
ぶ
ら
や
水
に
ほ
と
び
て
お
か
し
か
り
け
り
。

こ
の
段
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
司
馬
温
公
が
七
歳
の
時
の
、
酒
瓶
に
落
ち
た
童
子
を
瓶

を
打
破
っ
て
救
っ
た
逸
話
を
載
せ
る
。
こ
の
逸
話
は
『
事
文
類
聚
』
を
出
典
と
し
て
、

ワ
ザ

『
語
園
』
に
「
瓶
ヲ
破
テ
児
ヲ
ス
ク
ウ
事
」
（
上
巻
．
四
）
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
『
智

恵
鑑
』
（
橘
軒
散
人
辻
原
元
甫
、
万
治
三
年
刊
）
に
巻
第
六
「
捷
智
部
」
の
十
一
「
司
馬

温
公
溺
死
の
子
を
救
は
る
、
事
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
如
偲
子
が
こ
の
逸
話

げ
ｇ
お
う

を
「
撃
甕
の
図
」
に
絵
画
化
さ
れ
た
比
類
の
な
い
「
‐
才
智
」
と
し
て
載
せ
た
の
は
、
笛

に
指
を
差
し
込
ん
だ
失
敗
を
「
‐
お
か
し
」
と
噸
笑
的
に
批
判
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で

。
や
ら
へ

は
な
く
、
指
を
取
り
出
す
た
め
に
「
，
ひ
ざ
う
の
笛
」
を
「
お
し
げ
も
な
く
み
ぢ
ん
に
」

げ
き
お
う

打
破
っ
た
子
供
の
聡
明
な
知
の
賛
美
に
あ
っ
た
。
一
‐
撃
甕
の
図
」
に
対
し
て
「
‐
い
ざ
さ

か
う
て
息
づ

ら
ば
是
を
も
割
笛
の
図
と
い
ひ
つ
た
へ
絵
か
き
な
ま
し
や
」
と
こ
の
段
を
結
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
『
智
恵
鑑
』
が
｛
・
捷
智
」
の
逸
話
に
取
り
あ
げ
た
の
と
同
じ
判
断
に
基
づ

い
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
割
笛
談
は
、
そ
の
構
造
、
表
現
か
ら
、
『
徒
然
草
』
の

足
鼎
を
被
っ
た
失
敗
談
の
翻
案
で
あ
る
の
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
そ
し
て
、
『
悔
草
』

こ
う
じ
た
て

の
失
敗
談
は
こ
の
割
笛
談
に
依
っ
て
、
「
笛
」
を
一
‐
香
匙
立
」
に
代
え
て
作
っ
た
話
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
素
材
を
代
え
た
だ
け
の
簡
単
な
『
可
笑
記
』
に
学
ん
だ

翻
案
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
が
聡
明
な
知
の
賞
揚
を
目
的
と
す
る
に
対
し
て
、
こ
れ
は

蔑
視
す
べ
き
「
‐
田
夫
の
わ
ざ
」
の
「
後
悔
」
談
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
こ
の
点
で
『
徒

然
草
』
が
描
き
出
し
た
酔
狂
の
は
て
の
悲
喜
劇
と
し
っ
か
り
繋
が
っ
て
い
る
。
（
翻
案

の
技
法
を
『
可
笑
記
』
に
学
ん
だ
と
言
っ
た
の
は
、
『
徒
然
草
』
の
読
者
で
あ
り
、
『
可

笑
記
』
の
読
者
で
も
あ
る
『
悔
草
』
の
作
者
に
は
、
『
可
笑
記
』
の
中
の
逸
話
中
に
『
徒

然
草
』
の
逸
話
の
翻
案
化
の
も
の
が
あ
る
の
を
看
破
す
る
の
は
容
易
だ
っ
た
ろ
う
し
、

そ
れ
を
真
似
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
）
と
も
か
く
、
こ

ｑ

の
失
敗
談
は
背
後
に
『
徒
然
草
』
を
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
『
可
笑
記
』
を
と
い
う
二

重
の
層
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
題
に
し
て
き
た
十
三
段
の
解
読
は
こ
れ
で
一

段
落
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
失
敗
談
が
右
の
よ
う
な
二
重
の
操
作
に
よ

っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
る
と
、
こ
の
点
に
ま
た
問
う
べ
き

問
題
が
新
た
に
生
じ
て
く
る
。
『
徒
然
草
』
の
精
読
者
に
寓
し
て
提
示
し
た
よ
う
に
、

こ
の
十
三
段
は
、
文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
『
徒
然
草
』
百
三
十
七
段
か
ら
採
っ
た
と
は

っ
き
り
判
る
語
句
を
随
所
に
使
っ
て
い
る
こ
と
や
後
半
の
失
敗
談
の
仕
組
み
方
か
ら
『
徒

然
草
』
の
典
拠
化
は
分
節
化
さ
れ
て
読
者
の
目
に
は
浮
き
出
て
映
っ
て
く
る
の
に
反
し

て
、
も
う
一
つ
の
典
拠
で
あ
る
『
可
笑
記
』
は
背
後
に
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
わ
ず
か

室
ど
と
ぼ
そ

に
文
章
の
表
面
に
「
月
さ
や
け
き
に
窓
も
扉
も
さ
し
お
ほ
は
ん
や
」
の
姿
形
で
顕
れ
て

は
い
る
が
、
前
後
を
『
徒
然
草
』
典
拠
の
文
章
に
挾
ま
れ
て
い
て
、
『
徒
然
草
』
典
拠

と
錯
覚
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
表
現
の
差
異
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
『
悔
草
』
の
作
者

の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
『
可
笑
記
』
巻
五
の
六
十
四
段
の
文
章
と
同
巻
の
三
十
九

段
の
逸
話
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
基
に
、
そ
の
上
に
『
徒
然
草
』
を
重
ね
た
と
い

う
書
く
順
序
に
な
る
だ
ろ
う
。
読
者
と
作
者
の
各
々
の
立
場
に
お
い
て
、
典
拠
を
読
み

取
る
行
為
と
典
拠
に
基
づ
い
て
書
く
と
い
う
行
為
を
右
の
よ
う
に
解
し
て
み
た
場
合
、

作
者
に
よ
っ
て
『
可
笑
記
』
は
あ
る
戦
略
の
意
の
下
に
隠
蔽
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
は
し
な
い
か
。口

『
悔
草
』
全
段
中
で
、
『
可
笑
記
』
に
だ
け
限
っ
て
み
て
も
、
Ｈ
で
問
題
と
し
て
提

示
し
た
隠
蔽
化
の
姿
勢
の
表
徴
と
解
さ
れ
る
段
を
か
な
り
の
程
度
に
、
形
を
変
え
て
で

は
あ
る
が
、
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
事
念
び

例
え
ば
、
「
老
の
学
」
を
説
い
た
中
巻
の
二
十
四
段
は
、

①
此
事
す
こ
し
な
ら
は
し
め
と
い
へ
ぱ
、
年
よ
り
て
舜
概
な
き
な
ど
、
い
へ
り
。
何
ぞ

冬
の
が
こ
の

己
好
む
、
よ
か
ら
ぬ
事
は
夜
る
ひ
る
と
身
を
や
つ
し
、
物
の
つ
い
へ
も
し
ら
ざ
り
け

ん
。

と
書
き
出
さ
れ
、

か
う
て
さ

は
じ
の
し

②
高
適
は
五
十
に
し
て
初
て
詩
を
作
り
…
、

げ
い
か
ん

以
下
「
蒋
克
』
マ
の
老
学
、
「
悦
寛
」
の
寸
暇
を
盗
ん
で
の
研
讃
と
例
を
挙
げ
、

わ
か

あ
さ

ら
う
ひ
る

お
い
長
け
と
し
し
ぴ

③
さ
れ
ば
若
き
ま
な
び
は
、
朝
行
が
ご
と
し
。
中
老
は
昼
行
が
ご
と
し
。
老
の
学
は
灯

を
と
っ
て
、
夜
る
行
が
ご
と
し
と
有
。
実
や
と
も
し
び
な
く
て
、
く
ら
き
に
行
む
事
、

あ
や
う
か
ら
ず
や
。

さ
ら

と
続
い
て
、
老
学
の
勧
め
を
「
今
更
気
づ
ま
り
な
る
道
を
き
か
ん
や
。
夢
の
う
き
世
に

一
刑
の
み
朧
つ
、
み
打
て
遊
ぶ
に
し
く
は
な
し
と
、
後
悔
」
と
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
が
、

か
う
て
目

こ
の
引
用
の
文
章
は
「
高
適
…
」
を
除
い
て
『
可
笑
記
』
巻
五
の
六
十
七
段
の
次
の
傍

昭和60年2月
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線
を
施
し
た
部
分
の
文
章
と
ほ
ず
一
致
し
て
い
る
。

わ
か
が
く
も
ん
げ
い
の
う

む
か
し
、
さ
る
人
の
云
る
は
、
当
世
上
下
の
人
々
老
た
る
も
若
き
も
学
問
芸
能
を

す
き
こ
の
み
な
ら
ふ
人
の
前
に
て
云
や
う
は
、
さ
て
も
よ
き
事
を
御
す
き
な
ら
ひ
給

は
く
さ
・
《
く

こ
七
つ
Ｏ
し

ば
も
ろ
こ
し
の
伯
玉
と
云
る
人
年
六
十
の
時
大
聖
孔
子
に
ち
な
み
学
文
を
し
て
此
あ

と
五
十
九
年
が
間
万
事
に
付
あ
や
ま
り
た
る
ひ
が
事
を
只
今
わ
き
ま
へ
知
た
り
と
ょ

じ
必
ん
け
い

ろ
こ
び
か
た
り
給
ふ
と
か
や
、
又
筍
卿
と
い
へ
る
人
は
年
五
十
に
し
て
は
じ
め
て
学

エ
ミ
つ
○
し

文
に
も
と
づ
き
又
曹
子
と
云
る
人
年
七
十
に
し
て
は
じ
め
て
学
文
を
な
す
、
此
外
の

栽
戦
あ
げ
て
か
ぞ
へ
が
た
し
。
（
以
下
略
）

『
悔
草
』
か
ら
の
引
用
仙
は
用
語
、
内
容
か
ら
い
っ
て
、
『
可
笑
記
』
の
右
の
引
用
中

の
傍
線
部
分
佃
の
要
約
で
あ
る
こ
と
が
判
る
し
、
両
者
の
、
老
学
の
者
を
例
示
す
る
こ

と
、
一
，
若
き
ま
な
び
…
、
老
の
学
は
…
」
の
引
用
③
と
傍
線
部
分
②
の
内
容
の
一
致
、

と
い
う
共
通
性
は
作
者
が
『
可
笑
記
』
の
右
に
掲
げ
た
段
を
読
み
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

記
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
細
部
に
注
目
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
引
用
③

ひ
る

に
あ
る
「
‘
中
老
は
昼
行
が
ご
と
し
」
に
対
応
す
る
文
が
傍
線
部
分
②
に
は
欠
落
し
、
「
若
・

中
老
・
老
」
の
構
文
と
「
‐
若
・
老
」
の
構
文
と
の
対
応
の
不
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
『
悔
草
』
が
典
拠
と
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
野
槌
』
に
『
徒
然
草
』
百

五
十
一
段
の
注
釈
と
し
て
、

…
高
適
は
五
十
に
し
て
は
じ
め
て
詩
を
学
て
少
陵
に
ほ
め
ら
れ
…
師
曠
が
教
に
若

よ
り
学
ぶ
は
朝
に
出
行
が
ご
と
し
、
中
年
に
し
て
す
る
は
日
中
に
行
が
ご
と
し
、
老

て
学
ぶ
は
燭
を
と
り
て
夜
行
が
ご
と
し
…
燭
な
く
て
夜
る
ゆ
か
ん
は
危
か
ら
ず
や

（
巻
下
之
二

…
…

割
引
刷
側
則
叫
司
剃
刷
洲
削
Ｗ
ｑ
測
測
割
制
馴
馴
川
Ｈ
刷
馴
酬
吋
州
矧
但
盛
獅
轆
熱
を
わ
か

こ
ん

ず
其
す
き
こ
の
む
事
に
は
性
を
出
し
気
根
を
つ
く
し
給
ふ
く
し
。
さ
あ
ら
ば
き
こ
ん

が
な
い
と
は
い
は
れ
ぬ
事
よ
・
…
籾
又
年
が
よ
り
て
な
ら
ふ
事
も
な
ら
ぬ
と
云
人
は

が
な
い
と
は
い
は
れ
ぬ
事
よ
・
…
籾
又
年

し
く
申
さ
る
、
、
ま
づ
機
魂
が
な
い
と
い
ふ
人
に
、
何
事
に
て
も
あ
れ
、
其
人
の
す’

ぐ
ら
あ
ん

側
せ
い
け
ん

も
っ
と
も
愚
疾
暗
ど
ん
の
身
と
し
て
一
段
き
こ
え
た
る
云
分
な
れ
共
、
髪
に
聖
賢
の

び
申
さ
ぬ
、
或
は
は
や
年
が
御
座
な
い
ほ
ど
に
力
お
よ
び
申
さ
ぬ
な
ど
と
利
口
が
ま

い
ぐ
る
ひ
か
金
銀
を
ま
う
く
る
事
か
遊
山
川
が
り
碁
す
ぐ
ろ
く
な
ど
を
心
の
ま
。
に

陵
坐
し
車
チ
グ

）

さ
れ

と
あ
る
。
こ
ゞ
に
は
「
若
・
中
年
・
老
」
の
構
文
が
あ
り
、
用
語
の
上
か
ら
も
、
『
可

笑
記
』
と
比
較
し
て
は
っ
き
り
と
緊
密
な
対
応
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
可

笑
記
』
に
は
な
い
「
高
適
…
」
の
例
の
一
致
、
『
悔
草
』
の
「
と
も
し
び
な
く
て
く
ら

き
に
行
む
事
、
あ
や
う
か
ら
ず
や
」
が
右
の
注
釈
の
「
燭
な
く
て
夜
る
ゆ
か
ん
は
危

か
ら
ず
や
」
と
合
致
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
『
悔
草
』
の
作
者
は
冒
頭
部

分
の
記
述
（
引
用
側
）
は
『
可
笑
記
』
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
以
後
の
記
述
は
『
野
槌
』

の
注
釈
に
従
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
作
者
は
『
可
笑
記
』
を
敢
え
て
避
け
た
の
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
『
可
笑
記
』
も
ま
た
『
野
槌
』
の
こ
の
注
釈
を

典
拠
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
『
悔
草
』
の
作
者
は
『
可
笑
記
』
の
こ
の
段
を

下
敷
に
し
て
書
こ
う
と
し
た
際
に
、
こ
の
段
が
『
野
槌
』
に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
に
違
い
な
い
。
そ
の
時
に
、
作
者
は
、
『
可
笑
記
』
か
ら
『
野
槌
』
へ
、
と
い
う
右

に
述
べ
た
操
作
を
し
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、

冒
頭
部
分
に
わ
ず
か
の
痕
跡
を
留
め
る
だ
け
で
『
可
笑
記
』
は
『
野
槌
』
の
下
に
沈
ん

で
封
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
は
『
可
笑
記
』
を
捨

て
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
可
笑
記
』
の
こ
の
段
の
テ
ー
マ
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
見

た
通
り
で
あ
る
。
作
者
の
書
く
意
識
に
即
し
て
言
え
ば
、
依
拠
し
つ
、
同
時
に
そ
の
こ

と
を
隠
蔽
化
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
『
可
笑
記
』
と
の
間
に
距
離
を
求
め
よ
う
と
す
る

意
識
だ
と
そ
れ
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
可
笑
記
』
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
依
拠

し
つ
、
離
隔
し
よ
う
と
す
る
書
く
意
識
は
、
例
え
ば
ま
た
、
上
巻
の
七
段
に
も
顕
れ
て

い
つ
色
。

つ
か

栽
婦
は
岻
徹
の
概
刺
と
い
へ
ど
も
、
お
つ
と
は
幟
よ
く
に
お
ぼ
れ
や
す
し
。
司
さ

く
ら
い

わ
か
ん
ま
よ
う
し
を

位
の
人
々
、
和
漢
と
も
に
お
ほ
く
は
、
色
に
迷
ひ
て
身
を
失
ひ
、
国
を
す
て
給
ふ
。

せ
ん
に
ん
つ
う
り
き
す
て

げ
れ
つ

た
け
き
勇
者
も
お
か
さ
れ
、
仙
人
通
力
を
捨
し
。
ま
し
て
下
劣
の
人
を
や
。
職
長
じ

ゆ
う
し
や

せ
い
し
ん

か
彪
毎

よ
こ
し
虞

め
い

Ｕ
小
さ
へ

て
は
精
神
を
つ
く
し
、
形
は
つ
か
れ
、
邪
に
お
ぼ
れ
て
は
一
命
は
た
し
、
笛
に
よ
る

し
か
な
つ
む
し

か
の

い
の
吟
す
つ
か
ら
こ
た
人
あ
ん
け
ん
じ
ん

鹿
、
夏
の
虫
の
こ
が
る
も
、
彼
ま
ど
ひ
よ
り
命
を
捨
。
唐
に
胡
塘
庵
と
云
賢
人
、
去

し
さ
い
有
て
海
外
へ
な
が
さ
る
、
・
十
年
す
ぎ
て
、
め
し
返
さ
る
と
き
朏
織
と
云
箙

か
い
と

や
》

０

。

》

一
』
０
０
』

り
せ
ん

に
て
、
胡
氏
と
い
へ
る
も
の
、
酒
を
す
ゞ
め
た
り
。
胡
氏
が
つ
か
ひ
け
る
、
黎
情
と

ぎ
に
よ

ほ
ほ

ゆ
う

こ
た
ん

云
妓
女
あ
り
。
頬
に
ゑ
く
ぼ
あ
っ
て
優
な
り
。
胡
潅
か
れ
を
見
て
、
心
を
ま
ど
ひ
詩

し
ゆ
ぶ
ん

じ
け
い
だ
い

を
つ
く
り
、
た
は
ぶ
れ
け
る
。
此
事
朱
文
公
き
ひ
て
、
則
自
警
と
題
し
て
其
詩
に
い

な
し
し
く
ば
じ
ん
ｋ
く
の
け
ん

は
く
、
十
年
蕊
海
一
射
鰯
儲
雄
梨
蝿
難
有
職
．
世
上
無
如
二
人
欲
険
一

表
こ
ど
ち
ゑ
さ
い

幾
人
謎
雌
謹
一
弔
彗
と
っ
く
れ
り
。
誠
に
智
恵
も
才
も
、
ま
よ
ふ
物
ぞ
と
、
深

く
お
そ
れ
つ
、
し
む
く
し
。
角
は
聞
ど
も
我
な
ど
は
こ
し
か
た
よ
り
今
に
お
ゐ
て
、

秋田高専研究紀要第20号
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『悔草』の創意

し
ｇ
よ
く

色
欲
に
お
ぼ
れ
し
後
悔
。

せ
ん
に
ん
つ
う
り
さ
す
て

ふ
や
ぇ

し
か

「
仙
人
通
力
を
捨
し
」
、
「
笛
に
よ
る
鹿
」
に
よ
っ
て
、
『
徒
然
草
』
八
段
と
九
段
に

基
づ
い
て
い
る
の
は
判
然
と
し
て
い
る
し
、
「
胡
塘
庵
」
の
逸
話
と
「
識
戴
公
鄙
謝
の

こ
た
ん
あ
ん

詩
」
は
『
野
槌
』
に
『
徒
然
草
』
の
右
の
両
段
の
注
釈
と
し
て
羅
山
が
記
載
し
て
い
る

一
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
可
笑
記
』
に
は
と
言
え
ば
、
巻
一
の
二
十
一
段
に
「
む
か

し
の
人
の
い
へ
る
は
」
と
し
て
、

婬
欲
の
道
ほ
ど
お
そ
ろ
し
き
物
は
な
し
。
春
の
恥
辮
を
や
ぶ
り
、
夏
の
虫
身
を
こ

さ
ん
あ
い

か
く

が
す
。
山
獺
と
い
ふ
け
だ
物
は
女
の
気
を
か
ぎ
て
命
を
か
へ
り
み
ず
。
又
一
角
と
い

つ
う
り
ｇ
じ
ざ
い
せ
ん

へ
る
通
力
自
在
の
仙
人
さ
へ
女
に
心
を
よ
せ
通
力
自
在
を
う
し
な
へ
り
。
志
賀
寺
の

ぎ
や
う
じ
や

上
人
は
さ
ば
か
り
の
た
っ
と
き
行
者
に
て
お
は
し
け
れ
ど
も
、
宇
多
の
后
に
れ
ん
ぼ

し
て
御
手
の
ち
ぎ
り
に
う
き
名
を
な
が
し
、
花
山
の
法
王
十
善
の
御
位
を
ふ
り
す
て

つ
か
き

お
ち

御
と
ん
せ
い
あ
り
し
だ
に
め
の
と
の
中
務
と
い
へ
る
女
房
に
落
た
ま
ひ
に
き
・
此
ほ

お
に
が
み

か
知
恵
才
覚
と
よ
ば
る
、
か
し
こ
き
人
鬼
神
と
い
は
る
、
鎌
き
人
も
皆
女
に
た
ぶ
ら

か
さ
れ
し
た
め
し
多
し
。

さ
ん
ら
い

か
く

「
山
獺
」
や
「
一
角
仙
人
」
の
記
述
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
『
野
槌
』
の
注
釈
に
依
っ
て

い
る
こ
と
が
判
る
。
さ
て
以
上
の
事
を
踏
ま
え
て
、
『
悔
草
』
の
文
章
に
『
徒
然
草
』
と

『
可
笑
記
』
と
の
文
章
を
重
ね
合
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
様
相
が
見
え
て
く

る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
『
悔
草
』
に
『
可
笑
記
』
を
重
ね
合
せ
た
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

『
悔
草
』
の
「
夏
の
虫
の
こ
が
る
も
」
は
『
可
笑
記
』
の
「
夏
の
虫
身
を
こ
が
す
」
を

な
ぞ
っ
て
お
り
（
『
徒
然
草
』
、
『
野
槌
』
の
注
釈
に
は
「
夏
の
虫
…
」
は
な
い
）
、

「
た
け
き
勇
者
も
お
か
さ
れ
」
や
「
誠
に
智
恵
も
才
も
ま
よ
ふ
物
ぞ
」
は
「
智
恵
才
覚

と
呼
ぱ
る
、
か
し
こ
き
人
鬼
神
と
い
は
る
ゞ
武
き
人
も
皆
女
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
し
」
に
依
拠

し
て
お
り
、
『
悔
草
』
の
右
の
傍
点
の
語
は
『
可
笑
記
』
の
傍
点
を
施
し
た
語
を
踏
ま

え
て
い
る
し
、
「
仙
人
通
力
を
捨
し
」
は
「
一
角
仙
人
」
の
「
通
力
自
在
の
仙
人
さ
へ

女
に
心
を
よ
せ
通
力
自
在
を
う
し
な
へ
り
」
を
踏
ま
え
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で

き
よ
う
。
以
上
の
事
柄
に
比
較
し
て
、
『
徒
然
草
』
と
の
場
合
は
、
『
悔
草
』
で
の
「
笛

に
よ
る
鹿
」
が
「
女
の
は
け
る
足
駄
に
て
作
れ
る
笛
に
は
、
秋
の
鹿
必
ず
寄
る
と
ぞ
言

ひ
つ
た
へ
侍
る
〕
（
九
段
）
を
踏
ま
え
、
「
仙
人
通
力
を
捨
し
」
が
「
久
米
の
仙
人
」

の
逸
話
（
八
段
）
を
『
可
笑
記
』
の
「
一
角
仙
人
」
と
複
合
さ
せ
て
（
恐
ら
く
は
『
野

槌
』
で
の
久
米
の
仙
人
の
記
述
も
念
頭
に
置
い
て
）
記
し
た
こ
と
の
二
つ
が
認
め
ら
れ

て
、
『
可
笑
記
』
に
基
づ
い
た
文
章
の
比
率
が
高
い
の
が
分
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

今
問
題
と
し
て
い
る
『
悔
草
』
の
上
巻
の
七
段
全
体
の
中
で
、
『
可
笑
記
』
に
基
づ
い

釈
「
夫
婦
ト
ハ
、
男
女

以
テ
、
人
倫
ノ
根
本
卜

を
証
し
て
い
る
．
次
の

今
し
む

て
身
を
失
ひ
、
国
を
す

げ
れ
つ

し
て
下
劣
の
人
を
や
。

た
右
の
文
章
が
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
七
段
の
全
文
章

の
典
拠
を
冒
頭
か
ら
順
次
に
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
「
荊
婦
は
雌
撒
の
櫛
刺
と
い
へ
ど
も
、

お
つ
と
は
蝋
よ
く
に
お
ぼ
れ
や
す
し
ど
は
『
尼
言
抄
』
巻
之
下
の
①
「
君
臣
有
し
義
父

リ

リ

リ

リ

子
有
し
親
夫
婦
有
し
別
長
幼
有
し
序
朋
友
有
し
信
」
（
『
孟
子
』
滕
文
公
章
句
上
）
の
注

り
ん

釈
「
夫
婦
ト
ハ
、
男
女
ナ
リ
。
天
地
ノ
間
、
男
女
ナ
ケ
レ
バ
人
倫
ナ
シ
。
故
二
男
女
ヲ

以
テ
、
人
倫
ノ
根
本
ト
ス
》
に
依
っ
て
の
記
述
で
あ
り
、
傍
点
を
施
し
た
語
句
は
そ
れ

ま
よ

を
証
し
て
い
る
。
次
の
文
章
「
剛
さ
憾
の
人
々
、
和
漢
と
も
に
お
ほ
く
は
、
色
に
迷
ひ

者
、
天
子
ト
シ
テ
ハ
、
三
千
ノ
宮
女
ヲ
ナ
ラ
ベ
、
國
君
ト
シ
テ
ハ
、
｛

夫
ト
シ
テ
ハ
、
数
妾
ヲ
、
ツ
ラ
ネ
、
庶
人
ト
シ
テ
ハ
、
奴
脾
ヲ
犯
ス
。

巾
う
し
や

せ
ん
に
ん
つ
う
り
目
す
て

ふ
え

し
か
な
つ
む
し

は
、
「
た
け
き
勇
者
も
お
か
さ
．
れ
、
仙
人
通
力
を
捨
し
唖
や
「
笛
に
よ
る
鹿
、
夏
の
虫

の
こ
が
る
も
、
脚
ま
ど
ひ
よ
り
鍼
を
拶
酉
の
部
分
は
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
可
笑
記
』
、

『
徒
然
草
一
』
に
基
づ
い
て
お
り
、
右
の
傍
線
を
施
し
た
個
所
は
『
喧
一
言
抄
』
巻
之
下
の

キ
ヲ
ス
ナ
リ
ト

閲
「
不
孝
有
し
三
無
し
後
為
し
大
孟
子
」
（
離
婁
章
句
上
）
の
注
釈
「
…
男
女
父
子
ノ
道

ハ
、
天
地
古
今
ノ
大
法
ナ
レ
バ
、
イ
カ
ン
ゾ
、
ス
ッ
ベ
キ
ヤ
。
然
し
ド
モ
、
色
コ
ノ
ム

者
、
天
子
ト
シ
テ
ヘ
、
三
千
ノ
宮
女
ヲ
ナ
ラ
ベ
、
國
君
ト
シ
テ
ハ
、
内
寵
多
ク
、
士
大

は
一
錦

ギ
テ
、
家
乱
ル
ゞ
故
二
、
精
神
ヲ
蓋
シ
、
形
ヲ
、
ツ
カ
ラ
シ
、
病
ヲ
受
テ
身
ヲ
失
う
。

子
孫
ヲ
求
ン
為
ナ
リ
ト
テ
、
カ
ヘ
リ
テ
子
孫
ヲ
得
ヌ
サ
キ
ニ
、
其
身
死
ス
ル
ナ
リ
。
…
」

つ
か
く
・
侭

わ

の
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
そ
の
ま
、
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
「
司
さ
位
の
人
々
、
和

か
ん

孝
一
ト
ー

う
し
令

漢
と
も
に
お
ほ
く
は
、
色
に
迷
ひ
て
身
を
失
ひ
、
国
を
す
て
給
ふ
ざ
は
、
同
じ
く
『
盾

言
抄
』
巻
之
下
の
伽
の
引
用
の
注
釈
や
、
典
拠
と
し
た
『
可
笑
記
』
の
「
志
賀
寺
の
上

人
」
「
花
山
の
法
王
」
に
つ
い
て
の
記
述
、
あ
る
い
は
『
野
槌
』
に
お
け
る
「
項
羽
高

い
ぎ
の

祖
の
た
け
く
勇
る
も
虞
姫
戚
夫
人
に
対
し
て
な
み
だ
を
流
し
周
郎
が
赤
壁
に
て
孟
徳
を

や
ぶ
り
し
も
小
喬
に
ま
ど
は
ず
し
も
あ
ら
ず
ま
し
て
況
や
其
外
の
人
誰
か
よ
く
色
欲
を

断
ん
や
」
（
『
徒
然
草
』
八
・
九
段
の
注
釈
）
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
動
か

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
続
く
「
胡
摺
庵
」
の
逸
話
と
「
朱
文
公
自
警
の

ち
ゑ
さ
い

詩
」
の
記
述
は
『
野
槌
』
の
注
釈
に
従
い
、
「
誠
に
智
恵
も
才
も
、
ま
よ
ふ
物
ぞ
と
、

深
く
お
そ
れ
つ
ゞ
し
む
く
し
酉
が
、
先
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
可
笑
記
』
に
基
づ
い

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
七
段
の
全
文
章
の
典
拠
を
指
摘
し
て
み
る
と
、
こ
の
文
章

は
〈
『
盾
言
抄
』
＋
『
野
槌
』
〉
の
記
述
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
、
『
可
笑
記
』
は
、

『
徒
然
草
』
と
と
も
に
、
そ
の
間
隙
に
一
斑
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
け

は
た
し
、
ｏ
か
ら
へ笛

に

コ
レ
皆
淫
ニ
ス

昭和60年2月
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三浦邦夫

れ
ど
も
、
作
者
が
『
可
笑
記
』
巻
一
の
二
十
一
段
を
読
み
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
て
、
同

じ
テ
ー
マ
で
、
そ
の
記
述
を
参
考
と
し
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
を
こ
の
痕
跡
は
物
語
っ

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
『
可
笑
記
』
を
基
に
し
な
が
ら
も
、
『
盾
言
抄
』
や
『
野
槌
』

の
注
釈
を
使
っ
て
文
章
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
就
中
、
こ
の
文
章
化
の
過
程
で
、

『
可
笑
記
』
が
依
拠
し
た
と
同
じ
『
野
槌
』
の
、
同
じ
個
所
の
注
釈
に
依
り
な
が
ら
、

「
山
獺
」
の
記
事
で
は
な
く
、
「
胡
濾
庵
」
の
逸
話
と
「
朱
文
公
自
警
の
詩
」
を
引
い

て
い
る
こ
と
は
注
意
を
払
う
べ
き
作
者
の
し
方
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
作
者
が
『
可

笑
記
』
を
基
に
し
な
が
ら
、
そ
の
文
章
化
に
お
い
て
は
他
書
の
語
句
を
使
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
『
可
笑
記
』
を
そ
の
下
に
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
意
識
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う

し
、
し
た
が
っ
て
、
『
可
笑
記
』
と
同
じ
く
『
野
槌
』
の
全
く
同
じ
個
所
の
注
釈
を
使

っ
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
別
の
記
事
を
選
ん
だ
と
い
う
し
方
は
、
そ
の
意
識
の
働
き

を
明
瞭
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
に
お
い
て
も
、
作
者
が
『
可
笑
記
』
に
依

存
し
つ
、
離
隔
し
よ
う
と
す
る
背
反
的
な
書
く
意
識
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
く
意
識
の
、
『
可
笑
記
』
に
対
す
る
、
こ
の
背
反
的
な
指
向
は
、
例
え
ば
『
悔
草
』

中
巻
の
十
九
段
に
最
も
明
瞭
で
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
段
は
何
の
取
り
柄
も
な
い
我
が
身
の
程
の
「
後
悔
」
を
述
べ
る
。
「
人
は
何
ぞ

せ
う
Ｌ

と
り
得
の
な
き
も
笑
止
也
」
で
始
ま
り
、
直
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

ふ
み

や
史
い

た
と
へ
に
も
馬
の
人
を
踏
て
、
く
ら
い
つ
く
は
、
病
な
が
ら
、
又
か
け
行
は
や
き
、

牟
呈
、

な
れ
に
を
ゐ

な
れ

の
ふ
有
。
か
け
廻
り
遅
き
馬
は
、
人
に
馴
て
荷
を
負
け
る
。
さ
れ
ば
、
人
に
も
馴
ず
、

す
て

せ
い
卜
了
ん
。
Ｅ
ば

か
け
行
も
を
そ
く
、
人
を
く
い
は
ね
て
は
、
捨
物
な
ら
ん
。
実
や
聖
人
の
詞
に
も
、

む
の
う

物
磯
し
く
ま
が
り
、
無
能
に
し
て
、
つ
、
し
み
な
く
、
無
智
に
し
て
偽
ら
ば
、
い
か

い
つ
ば

の
庵
ま

ん
と
す
べ
き
や
う
を
し
ら
ず
と
宣
ふ
。

そ
し
て
、
『
可
笑
記
』
巻
一
の
二
十
六
段
に
は
「
む
か
し
さ
る
人
の
云
る
は
、
げ
ら
う

に
が
び
し
ゃ
く

の
詞
に
苦
瓢
に
も
と
り
え
あ
り
と
云
に
付
て
思
へ
ば
、
ま
こ
と
な
る
か
な
、
何
事
に
も

皆
と
り
え
あ
る
べ
し
」
に
続
け
て
、

の
り
む
ま

乗
馬
の
人
を
く
ひ
は
ね
ふ
み
ち
ら
し
百
曲
あ
る
は
か
な
ら
ず
か
ん
が
つ
よ
う
て
激

も
も
く
せ

ぜ
う

う
ち

に

乗
な
る
が
と
り
え
也
。
又
か
ん
の
内
な
る
馬
は
か
な
ら
ず
人
に
な
れ
し
た
が
ひ
て
荷

お
ひ

た
み

負
田
が
へ
し
民
の
た
す
け
と
な
る
が
と
り
え
也
。

と
あ
っ
て
、
同
じ
瞼
え
を
使
っ
て
い
る
の
を
知
る
。
何
に
も
取
り
柄
の
あ
る
こ
と
を
テ

ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
テ
ー
マ
を
先
ず
提
示
し
、
そ
れ
に
続
い
て
す
る
に
同

じ
嘘
え
を
引
い
て
い
る
構
成
と
に
お
い
て
、
両
段
は
一
致
し
て
い
る
。
『
可
笑
記
』
が

『
悔
草
』
の
作
者
に
読
ま
れ
、
な
お
か
つ
『
悔
草
』
述
作
に
際
し
て
典
拠
の
一
つ
と
し

て
活
用
さ
れ
た
以
上
は
、
『
可
笑
記
』
の
こ
の
段
も
作
者
に
よ
っ
て
確
か
に
読
ま
れ
、

確
か
に
参
照
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『
悔
草
』
の
典
拠
の
中
の
一
つ
、

『
后
言
抄
』
の
、

狂
ニ
シ
テ
曲
り
、
無
能
ニ
シ
テ
、
シ
、
シ
ミ
モ
ナ
ク
、
無
智
ニ
シ
テ
偽
リ
ア
ラ
バ
、

孔
子
モ
、
イ
カ
ン
ト
モ
ス
ベ
キ
ヤ
ウ
ヲ
、
知
ラ
ズ
ト
云
ヘ
リ
。
タ
ト
ヘ
バ
…
馬
ノ
人

ク

ヲ
フ
ミ
、
人
ヲ
食
ハ
病
ナ
レ
ド
モ
、
又
能
カ
ケ
走
ル
能
ア
リ
。
カ
ケ
走
ル
事
ノ
ヲ
ソ

ー
ー

キ
馬
モ
、
又
人
ニ
ナ
レ
テ
、
荷
ヲ
負
う
事
モ
ア
リ
。
人
ニ
モ
ナ
レ
ズ
走
ル
事
モ
、
ヲ

ソ
ク
シ
テ
、
人
ヲ
ク
ヒ
、
ハ
ネ
バ
、
誠
二
何
ノ
用
ニ
タ
、
ヌ
、
捨
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
（
巻

下
の
伽
）

と
あ
る
注
釈
の
文
章
と
対
照
さ
せ
る
と
、
『
悔
草
』
が
文
章
化
に
際
し
て
従
っ
た
の
は

『
盾
言
抄
』
の
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
『
可
笑
記
』
も
こ
の
注
釈

を
活
用
し
て
い
る
こ
と
も
。
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
『
悔
草
』
の
こ
の
段
は
、
前
の
文

皇
邑
と
こ
・
は
く
く
ち
ち
り

章
に
続
け
て
、
「
誠
や
號
珀
は
、
朽
た
る
塵
を
す
は
ず
。
磁
石
は
、
ま
が
れ
る
鮒
は
晩

い
）
し
や
く

ず
と
か
や
」
と
成
句
を
引
く
が
、
こ
れ
も
『
可
笑
記
』
巻
四
の
二
段
で
使
用
さ
れ
て
い

こ
は
く

ち
り

る
「
…
號
珀
と
い
ふ
玉
の
塵
を
す
ひ
と
る
が
お
も
し
ろ
さ
に
ひ
た
物
ち
り
を
す
ハ
せ
た

く
ち

れ
ば
一
筋
の
塵
あ
り
、
す
ひ
と
ら
ず
、
ふ
し
ぎ
に
思
ひ
て
手
に
と
っ
て
み
れ
ば
朽
た
る

塵
也
。
又
磁
石
と
い
ふ
耐
の
鍬
を
す
い
あ
ぐ
る
が
面
白
さ
に
ひ
た
物
す
ハ
せ
た
れ
ば
一

し
し
し
や
く

本
す
ひ
あ
げ
ぬ
針
あ
り
、
ふ
し
ぎ
に
思
ひ
取
て
み
れ
ば
さ
き
の
ま
が
り
た
る
針
也
」
に

基
づ
い
た
の
で
は
な
く
、
『
童
観
抄
』
の
「
號
珀
ハ
、
ア
ク
タ
ヲ
ス
ヘ
ド
モ
、
ク
チ
タ

ル
チ
リ
ヲ
ト
ラ
ズ
。
磁
石
ハ
、
鉄
ヲ
吸
ド
モ
、
マ
ガ
レ
ル
ハ
リ
ヲ
ウ
ケ
ズ
》
（
巻
下
の

側
）
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
段
の
典
拠
と
し
て
の
『
盾
言
抄
』
、

『
童
観
抄
』
の
立
場
は
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
作
者
は
『
悔
草
』

の
こ
の
段
を
書
く
に
際
し
て
、
『
可
笑
記
』
と
『
危
言
抄
』
『
童
観
抄
』
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
接
し
て
い
た
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
作
者
が
『
可

笑
記
』
を
参
照
に
し
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
テ
ー
マ
及
び
テ
ー
マ
の
記
述
化
に
お

け
る
構
成
の
一
致
と
い
う
事
実
が
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
作
者
が
『
可
笑
記
』
の

こ
の
段
を
書
く
こ
と
の
動
機
に
し
、
こ
の
段
に
立
脚
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
に
も
か
、

わ
ら
ず
、
文
章
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
『
盾
言
抄
』
、
『
童
観
抄
』
の
字
句
を
な
ぞ
っ

た
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
可
笑
記
』
の
当
の
段
の
記
述
が
、
先
に
言
及
し
て

お
い
た
よ
う
に
、
『
尼
言
抄
』
を
典
拠
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
作
者
が
気
付
く
の
は
容

易
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
文
章
化
に
あ
た
っ
て
『
盾
言
抄
』
を
選
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
『
可
笑
記
』
と
同
じ
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
、
換
言
す
れ
ば
、
『
可
笑
記
』

秋田高専研究紀要第20号



－7－

『悔草』の創意

ベ
シ
。
…
イ
カ
ン
ゾ
、
コ
ナ
タ
ョ
リ
人
倫
ノ
ア
イ
シ
ラ
イ
ヲ
セ
ン
ヤ
。
是
堪
忍
ノ
強
也
哩

に
基
づ
い
た
文
章
で
あ
り
（
両
者
の
傍
線
部
分
の
語
句
の
一
致
が
そ
れ
を
証
明
す
る
）
、

作
者
は
『
三
徳
抄
』
の
こ
の
記
述
に
依
っ
て
「
堪
忍
」
の
主
題
を
提
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
『
可
笑
記
』
は
韓
信
の
逸
話
を
「
堪
忍
」
の
例
証
と
し
て
扱
っ
て
は
い
ず
、

韓
信
が
彼
に
股
く
ぐ
り
を
強
要
し
た
無
頼
者
を
後
に
楚
の
警
備
長
官
に
任
じ
た
振
舞
い

に
焦
点
を
当
て
て
、
「
あ
だ
を
ば
お
ん
を
も
っ
て
報
ず
る
」
と
い
う
主
題
の
例
証
と
し

者
、
バ
カ
者
ナ
ド
ノ
、
無
礼
ヲ
シ
ヵ
ヶ
ヂ
悪
口
ヲ
云
ヒ
ヵ
ク
ル
事
ア
ラ
バ
、
其
人
ニ
ョ

リ
テ
、
酔
狂
人
ト
モ
思
フ
ベ
シ
、
又
は
虻
・
蟻
・
蝿
ノ
縦
蒲
リ
テ
人
ニ
ア
タ
ル
ト
思
フ

ス
イ
キ
ヤ
ウ

の
記
述
に
触
発
さ
れ
て
書
く
こ
と
に
な
っ
た
行
為
を
隠
蔽
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

ま
た
、
『
可
笑
記
』
に
基
本
的
に
は
依
存
し
な
が
ら
、
『
可
笑
記
』
か
ら
離
隔
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
、
一
線
を
劃
そ
う
と
し
た
作
者
の
書
く
意
識
の
現
れ
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
可
笑
記
』
が
「
…
何
事
に
も
皆
と
り
え
あ
る
べ
し
」
と

提
示
し
、
「
ぐ
ど
ん
な
る
人
は
正
直
な
る
が
取
え
也
・
又
わ
や
く
な
る
も
の
は
こ
ざ
か

し
き
が
と
り
え
也
酉
と
愚
昧
者
、
乱
暴
者
に
も
取
り
柄
を
認
め
、
肯
定
的
一
面
を
説
い

ぞ
展
じ
い
り
こ
う

た
の
に
反
し
て
、
『
悔
草
』
が
「
心
は
あ
し
く
れ
ぢ
ゆ
が
み
、
熱
に
利
口
ぶ
る
を
の
が

身
の
ほ
ど
、
い
や
し
き
所
作
、
か
へ
り
み
ざ
り
し
後
悔
」
と
述
べ
て
、
自
分
の
取
り
柄

の
全
く
な
い
様
を
嘆
い
た
結
語
は
『
可
笑
記
』
の
完
全
な
陰
画
で
あ
る
。
『
可
笑
記
』

と
一
線
を
劃
す
る
意
識
は
実
は
『
可
笑
記
』
の
こ
う
し
た
陰
画
と
し
て
の
『
悔
草
』
を

書
く
こ
と
の
企
て
の
意
識
の
現
れ
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
『
悔
草
』
を
『
可
笑
記
』
の
陰
画
と
し
て
書
く
と
い
う
作
者
の
意
識
の
あ
り

方
を
閏
明
す
る
前
に
、
も
う
少
し
、
『
可
笑
記
』
と
一
線
を
劃
す
る
意
識
に
つ
い
て
検

討
し
て
お
き
た
い
。
と
言
う
の
も
、
『
可
笑
記
』
が
、
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
例
の
よ

う
に
他
の
典
拠
と
重
な
り
合
わ
さ
っ
た
形
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
ば
か
り
で
は
な
く
、

単
独
で
使
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
一
段
が
構
成
さ
れ
て
い
る
例
も
当
然
見
い
出
さ
れ
、
そ

の
場
合
に
は
そ
の
段
の
主
題
が
『
可
笑
記
』
で
の
主
題
を
そ
の
ま
、
踏
襲
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
悔
草
』
上
巻
の
三
十
七
段
は
『
可
笑
記
』
巻
五
の
八
十
段
の
韓
信
の
股

く
ぐ
り
の
逸
話
を
採
っ
て
、
『
可
笑
記
』
同
様
に
こ
れ
に
寸
評
を
添
え
て
一
段
と
し
て
い

る
。
こ
の
寸
評
が
こ
の
段
の
主
題
を
語
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
、

と
い
う
見
解
斗
苧
し
て
示

あ
し
ら
ひ
あ
ら
ん
や
。

ぶ
だ
う
ぶ
れ
い

無
道
の
者
無
礼
を
し
か
け
、

あ
く
こ
う
じ
人
り
ん

悪
口
い
ふ
と
も
、
け
も
の
に
同
じ
。
い
か
で
人
倫
の

一
夕
一
曲
小
權

者
、

グ愚
ナ
ル

と
あ
っ
て
、
傍
線
を
施
し
た
語
句
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
『
悔
草
』
中
巻
の
四

段
の
娘
へ
の
教
訓
歌
八
首
中
の
六
首
が
『
ひ
そ
の
草
』
下
巻
の
一
段
の
娘
へ
の
教
訓
い

ろ
は
歌
と
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
共
通
す
る
こ
と
、
同
じ
く
中
巻
の
十
二
段
中
の

あ
庭
ひ
か
う
じ
色

茶
湯
を
評
し
た
「
価
高
直
の
物
、
こ
の
ん
で
は
、
あ
ま
ね
く
茶
の
ゆ
な
り
が
た
し
と
て
、

ふ
る
お
り
べ

や
ｇ

も
ち

古
織
部
は
、
今
焼
の
物
、
こ
の
み
て
用
ひ
け
る
と
か
や
」
は
『
ひ
そ
め
草
』
上
巻
の
二

ふ
る
た

こ
う
し
あ
た
ひ
か
う
じ
き

段
の
「
古
田
織
部
と
て
此
道
の
好
士
…
価
高
直
成
も
の
ば
か
り
に
て
は
、
わ
び
は
か
な

さ
室
ざ
ま

ひ
が
た
し
。
…
茶
入
水
さ
し
茶
わ
ん
そ
の
ほ
か
、
様
々
に
あ
た
ら
し
く
や
か
せ
出
し
ぬ

し
ろ

あ
掌
ね

れ
ば
、
わ
づ
か
の
代
に
て
み
な
ノ
ー
、
も
と
め
、
…
普
く
茶
を
す
き
ぬ
る
と
か
や
」
と
記

述
内
容
の
共
通
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
、
両
書
の
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

次
に
は
、
既
に
述
た
が
、
『
悔
草
』
が
『
語
園
』
を
典
拠
の
一
つ
と
し
て
使
っ
た
事

実
が
あ
る
。
こ
の
事
実
と
『
ひ
そ
め
草
』
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
影
響
関
係
と
か
ら
、

て
い
る
。
し
か
も
、
『
悔
草
』
の
作
者
は
、
こ
の
三
十
七
段
の
わ
ず
か
ば
か
り
前
に
、

ｆ

つ
ま
り
同
じ
上
巻
の
三
十
三
段
に
お
い
て
、
既
に
「
あ
だ
を
ば
恩
に
て
報
ず
る
事
」
の

主
題
の
下
に
『
語
園
』
、
『
野
槌
』
か
ら
他
の
逸
話
を
引
用
し
て
、
こ
の
主
題
の
例
証
に

挙
げ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
作
者
は
、
『
可
笑
記
』
と
同
じ
主
題
を
扱
う
場
合

に
は
他
の
逸
話
を
例
に
挙
げ
、
同
じ
逸
話
を
扱
う
場
合
に
は
他
の
主
題
に
変
え
る
、
と

い
う
操
作
を
行
っ
た
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
、
こ
の
操
作
は
あ
く
ま
で
も
『
可
笑
記
』

と
一
線
を
劃
そ
う
と
す
る
作
者
の
書
く
意
識
が
な
さ
し
め
た
も
の
と
の
解
釈
を
妨
げ
な

い
・

日

依
拠
し
た
段
の
主
題
を
変
え
て
し
ま
う
例
を
上
巻
の
二
十
段
の
張
文
節
の
倹
約
の
逸

話
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
逸
話
は
『
語
園
』
下
巻
に
「
富
貴
ニ
シ
テ
猶

ケ
ン
ヤ
ク
成
事
」
の
題
で
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
正
保
二
年
刊
の
、
つ
ま
り
『
悔
草
』

刊
行
の
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
『
ひ
そ
め
草
』
の
中
巻
の
三
十
二
段
も
実
は
『
語
園
』

か
ら
こ
の
逸
話
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『
悔
草
』
は
『
ひ
そ
め
草
』
を
利
用
し
た
の
か
の
問
題
を
先
ず
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
両
書
の
間
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
例
怜
脾
順
脂
旧

わ
か
う
ら

そ
め
草
』
中
巻
の
二
十
二
段
の
冒
頭
「
い
や
し
き
身
さ
へ
こ
の
ご
ろ
は
、
和
寄
の
浦
な

み
に
心
を
よ
せ
、
人
毎
に
よ
む
う
た
か
た
の
あ
は
れ
か
な
し
き
わ
れ
が
身
の
た
ち
よ
る

よ
む

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

人
ご
と
に
読
う
た
か
た
の
、
あ
は
れ
げ
に
我
な
ど
が
、
立
入
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
」

べ
く
も
あ
ら
ね
ど
も
」
が
『
悔
草
』
中
巻
の
二
十
三
段
の
「
和
寄
の
浦
半
に
心
を
よ
せ

昭和60年2月
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三浦邦夫

当
然
『
悔
草
』
は
張
文
節
の
逸
話
を
ど
ち
ら
の
書
か
ら
得
た
か
の
問
い
に
答
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
悔
草
』
の
張
文
節
の
逸
話
を
語
る
文
章
か
ら
は
そ
の
典
拠

を
示
す
決
め
手
と
な
る
手
が
か
り
に
欠
け
、
ど
ち
ら
か
に
判
定
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『
悔
草
』
の
作
者
は
こ
の
逸
話
が
ど
ち
ら
に
も
載
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
え

た
点
と
、
ど
ち
ら
の
逸
話
も
読
み
え
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
渡
辺
守
邦
氏
は
先
述
の
『
悔
草
』
の
典
拠
の
問
題
を
考
察
し
た
論

文
の
中
で
、
作
者
の
典
拠
に
対
処
す
る
姿
勢
に
言
及
し
て
、
右
の
三
書
の
間
に
は
『
語

園
』
の
側
か
ら
言
え
ば
「
『
語
園
』
か
ら
『
ひ
そ
め
草
』
を
経
由
し
て
、
『
悔
草
』
に

到
達
す
る
ル
ー
ト
の
他
に
、
『
ひ
そ
め
草
』
を
経
由
せ
ず
に
直
接
に
至
る
ル
ー
ト
が
あ

っ
て
…
こ
の
二
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
…
す
な
わ
ち
『
悔
草
』
（
の

作
者
）
は
『
ひ
そ
め
草
』
の
背
後
に
『
語
園
』
の
存
在
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
『
ひ
そ

（
注
４
）

め
草
』
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
話
柄
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
」
事
態
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
作
者
が
『
悔
草
』
を
書
く
に
お
い
て
『
ひ
そ
め
草
』
を
『
可
笑

記
』
同
様
に
強
く
意
識
に
措
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
意
識
の
措
き
方
は
『
ひ

そ
め
草
』
を
媒
介
に
し
て
『
語
園
』
の
利
用
を
思
い
立
っ
た
こ
と
、
両
書
に
載
る
逸
話

に
接
し
『
ひ
そ
め
草
』
に
倣
っ
て
そ
の
逸
話
を
採
ろ
う
と
決
め
た
時
に
、
『
ひ
そ
め
草
』

と
同
じ
主
題
の
下
に
扱
う
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
張
文
節
の
逸

話
に
お
い
て
取
っ
た
彼
の
姿
勢
が
こ
の
時
の
彼
の
意
識
の
措
き
方
を
示
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

『
ひ
そ
め
草
』
が
こ
の
逸
話
に
添
え
た
評
言
は
、
富
貴
だ
が
「
そ
の
色
を
み
せ
ず
を

ご
る
心
の
な
き
人
は
ま
だ
し
」
、
「
身
の
上
は
う
と
く
な
ら
ず
思
ふ
ま
な
ら
ず
さ
れ
ど
も

ひ
き
し
り
ぞ
く
べ
き
事
な
ら
ね
ば
」
世
間
の
交
際
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
「
む
か
し

よ
り
人
に
も
し
ら
れ
」
た
家
柄
の
人
を
例
に
挙
げ
て
、
そ
の
苦
し
み
を
「
前
業
を
こ
そ

う
ら
む
く
か
り
し
物
な
ら
ん
か
し
」
と
捉
え
る
仏
教
的
見
解
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
悔

草
』
は
、
「
富
貴
の
人
」
を
騎
慢
と
批
難
す
る
こ
と
の
気
持
の
内
に
は
貧
し
き
昔
の
「
そ

ね
み
」
や
「
心
の
を
く
す
る
」
感
情
が
動
い
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
感
情
の
動
き
は
貧

た
だ

し
さ
故
の
「
金
銀
」
「
財
宝
」
に
対
す
る
欲
求
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
か
ら
、
「
唯
人
は
、

永
人
ざ
い
さ
う
お
う

上
中
下
共
に
、
分
際
相
應
こ
そ
ね
が
は
し
き
」
こ
と
と
論
評
す
る
儒
教
的
見
解
で
あ
る
。

こ
、
に
答
え
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
ひ
そ
め
草
』
に
全
て
を
従
う
こ
と
を
避
け
た
意

識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
、
『
悔
草
』
上
巻
の
三
十
九
段
の
場
合
を
検
討
例
に
取
っ
て
み
た
い
。

こ
の
段
に
は
『
列
女
伝
』
を
原
拠
と
す
る
孟
母
の
逸
話
ｌ
妻
の
肩
ぬ
ぎ
し
た
有
様
を

さ
ん
せ
い

難
じ
た
孟
子
に
、
孟
母
が
礼
を
教
訓
し
た
逸
話
が
「
し
ら
ぬ
国
へ
入
は
、
禁
制
の
事
を

も
人
か

と
い
、
其
門
家
に
入
て
は
、
其
い
む
事
を
と
ふ
く
し
」
の
例
話
と
し
て
載
る
。
こ
の
逸

話
の
典
拠
に
関
し
て
は
渡
辺
守
邦
氏
が
『
童
観
抄
』
に
依
る
と
し
た
指
摘
を
自
ら
再
検

（
注
５
）

討
し
て
『
ひ
そ
め
草
』
に
依
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
逸
話
自
体
の
典
拠
は
立
証
の

あ
し

通
り
で
あ
る
が
、
作
者
が
こ
の
逸
話
に
続
け
て
「
我
等
も
さ
し
足
し
て
立
聞
し
、
こ
は

い
埒

づ
く
ろ
ゐ
も
な
く
、
む
さ
と
出
入
、
無
礼
と
い
ひ
、
意
地
わ
る
き
ゆ
へ
と
後
悔
」
と
結

ん
だ
文
章
中
の
「
こ
は
づ
く
ろ
ゐ
も
な
く
」
は
『
童
観
抄
』
の
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
の

注
釈
「
堂
ニ
ノ
ボ
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
ナ
バ
、
コ
ハ
ヅ
ク
リ
シ
テ
ノ
ボ
ル
。
人
二
用
心
サ
セ

ン
タ
メ
ナ
リ
。
」
（
上
の
⑰
）
ｌ
『
ひ
そ
め
草
』
も
実
は
孟
母
の
こ
の
逸
話
を
『
童
観
抄
』

か
ら
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
「
コ
ハ
ヅ
ク
リ
シ
テ
ノ
ボ
ル
。
人
二
用
心
サ
セ
ン
タ

メ
ナ
リ
」
の
行
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
脱
落
し
た
形
の
ま
、
に
逸
話
と

し
て
『
悔
草
』
は
採
っ
た
の
で
あ
る
ｌ
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
に

つ
い
て
言
え
ば
、
作
者
は
『
ひ
そ
め
草
』
を
も
『
童
観
抄
』
を
も
典
拠
と
し
た
の
で
あ

っ
て
、
渡
辺
氏
の
指
摘
は
ど
ち
ら
も
正
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
そ
こ
で
以

上
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
『
ひ
そ
め
草
』
と
『
悔
草
』
の
作
者
が
こ
の
逸
話
を
ど
の
よ

う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
『
ひ
そ
め
草
』
の
作
者
は
『
童
観
抄
』
か

ら
こ
の
逸
話
だ
け
を
採
っ
て
記
載
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
評
言
を
添
え
る
こ
と
は

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
逸
話
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
孟
子
に
対
し
て
孟
母
が
教

も
ん

訓
し
た
礼
法
「
門
に
い
ら
ん
と
す
る
時
は
、
た
れ
か
あ
る
と
と
ふ
。
こ
れ
つ
、
し
み
の

だ
う

お
び

故
也
。
堂
の
ぼ
ら
ん
と
す
る
時
は
、
帯
よ
り
下
を
み
る
。
人
の
あ
や
ま
ち
を
み
ま
じ
き

皇
こ
る

が
た
め
也
。
こ
れ
礼
法
の
さ
だ
ま
れ
る
処
也
酉
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
で
十
分
に
意
図

し
た
と
こ
ろ
を
記
し
え
た
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
『
悔
草
』
の
作
者
は
、

９
人
せ
い

も
ん
か

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
逸
話
を
「
し
ら
ぬ
国
へ
入
は
、
禁
制
の
事
を
と
ひ
、
其
門
家

に
入
て
は
、
其
い
む
事
を
と
ふ
く
し
」
の
主
題
の
例
話
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
題
は
、
『
可
笑
記
』
巻
三
の
三
十
三
段
に
も
類
似
の
表
現
で
見

テ
ハ
サ
カ
イ
ニ
ヒ
キ
ン
ヲ
テ
ハ
ニ

い
出
せ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
『
寸
鉄
録
』
（
藤
原
慢
窩
）
の
「
入
し
覚
而
問
し
禁
、
入
し
国
而

上
・
活
ク
ヲ
ハ
ニ
フ
イ
ミ
ナ
ヲ

問
し
俗
入
レ
門
而
問
し
諒
○
礼
二
」
の
注
釈
「
マ
ヅ
他
処
ノ
サ
カ
イ
ニ
イ
リ
テ
ハ
、
ソ
ノ
ト

キ
ン
ヤ
句

コ
ロ
ノ
禁
制
ノ
シ
ナ
ヲ
ト
ウ
モ
ノ
ナ
リ
。
…
又
ソ
ノ
人
ノ
門
ニ
イ
リ
テ
ハ
、
ソ
ノ
家
ノ

主
人
ノ
イ
ミ
キ
ラ
ウ
コ
ト
ノ
ヤ
ウ
ヲ
ト
ウ
也
哩
を
典
拠
と
し
た
こ
と
は
両
方
の
字
句
の

一
致
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
『
寸
鉄
録
』
は
「
コ
レ
ミ
ナ
シ
ラ
ヌ
カ
タ
ョ
ソ
ヘ
ユ
ク
モ

ノ
、
サ
ダ
マ
レ
ル
礼
也
哩
と
注
釈
を
結
ん
で
い
る
が
、
『
悔
草
』
の
作
者
は
こ
の
結
び

の
注
釈
を
こ
の
逸
話
を
記
載
す
る
段
の
主
題
に
選
択
し
た
か
ら
こ
そ
『
寸
鉄
録
』
の
注

秋田高専研究紀要第20号
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『悔草』の創意

釈
文
を
採
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
主
題
の
選
択
に
は
、
『
ひ
そ

ど
こ
ろ

め
草
』
に
あ
る
「
こ
れ
礼
法
の
さ
だ
ま
れ
る
処
也
凶
と
同
類
の
『
寸
鉄
録
』
の
結
び
の

注
釈
に
あ
る
「
コ
レ
…
サ
ダ
マ
レ
ル
礼
也
酉
に
接
し
て
、
誰
が
扱
っ
て
も
同
じ
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
こ
の
「
礼
法
」
の
教
訓
と
し
て
の
逸
話
を
、
同
じ
く
「
礼
法
」
に
つ
い

て
の
記
述
な
が
ら
、
『
ひ
そ
め
草
』
と
は
違
っ
た
文
脈
で
扱
え
る
こ
と
を
強
く
意
識
に

措
い
て
い
た
作
者
の
書
く
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
、
『
悔
草
』
の

あ
の
結
び
の
文
章
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
『
寸
鉄
録
』
や
『
童
観
抄
』
の
注
釈
に
述

べ
た
礼
法
に
反
し
た
振
舞
い
を
述
べ
て
、
こ
れ
ら
注
釈
を
反
転
さ
せ
た
陰
画
と
し
て
、

そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
、
そ
し
て
『
童
観
抄
』
の
陰
画
と
し
て
と
い

う
こ
と
は
、
結
局
は
、
『
ひ
そ
め
草
』
の
陰
画
と
し
て
で
あ
る
こ
と
も
。

以
上
検
討
し
た
『
悔
草
』
の
作
者
の
『
ひ
そ
め
草
』
に
対
す
る
意
識
の
措
き
方
か
ら
、

『
可
笑
記
』
に
対
す
る
の
と
同
様
の
、
依
存
し
な
が
ら
も
離
隔
し
て
一
線
を
劃
そ
う
と

す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

『
可
笑
記
』
と
『
ひ
そ
め
草
』
に
対
し
て
『
悔
草
』
の
作
者
が
執
っ
た
依
存
し
つ
、

も
離
隔
し
て
一
線
を
劃
そ
う
と
す
る
意
識
に
関
し
て
、
『
悔
草
』
の
典
拠
の
指
摘
を
通

し
て
類
似
の
推
論
を
提
示
し
た
の
が
渡
辺
守
邦
氏
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
悔
草
』
と
『
可

笑
記
』
『
童
観
抄
』
あ
る
い
は
『
危
言
抄
』
と
の
三
者
の
間
に
共
通
の
話
柄
が
存
在
し

て
い
る
場
合
、
一
例
を
除
い
て
、
『
可
笑
記
』
に
で
は
な
く
、
『
可
笑
記
』
が
典
拠
に

し
た
『
童
観
抄
』
な
い
し
は
『
盾
言
抄
』
に
依
っ
て
い
る
こ
と
、
『
ひ
そ
め
草
』
の
場

合
に
は
、
既
に
臼
で
言
及
し
引
用
し
た
が
、
『
語
園
』
か
ら
『
ひ
そ
め
草
』
に
は
採
ら

れ
な
か
っ
た
新
し
い
話
柄
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
の
事
態
を
指
摘
し
て
、
『
悔
草
』

の
作
者
が
そ
う
し
た
理
由
を
、
そ
の
典
拠
源
を
『
可
笑
記
』
『
ひ
そ
め
草
』
を
媒
介
に

し
て
得
た
こ
と
の
「
関
連
を
目
立
せ
ま
い
と
し
た
こ
と
」
、
つ
ま
り
、
典
拠
源
の
「
存

在
に
開
眼
し
た
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
顕
現
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

（
注
６
）

と
い
う
推
論
で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
、
典
拠
と
の
関
連
に
お
い
て
『
悔
草
』
を
読
む
と

い
う
こ
と
の
分
析
か
ら
見
取
る
こ
と
の
で
き
た
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
『
可
笑
記
』
と
『
ひ

そ
め
草
』
に
対
す
る
作
者
の
依
存
ｌ
離
隔
Ｉ
一
線
を
劃
す
る
こ
と
と
い
う
書
く
意
識
に

つ
い
て
の
結
論
を
裏
付
け
て
十
分
の
意
義
を
も
つ
。

ア
ク
セ
ン
ト

そ
し
て
、
右
の
意
識
は
『
可
笑
記
』
に
対
し
て
は
特
に
顕
著
な
強
勢
を
以
て
現
れ
出

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
、
口
で
言
及
し
て
お
い
た
、
『
悔
草
』
と

題
し
て
こ
の
作
品
を
書
く
こ
と
を
企
て
た
作
者
の
書
く
意
識
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

毎
ぶ
・
園
だ
う

こ
う
し
た
作
者
の
書
く
意
識
の
あ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
「
侍
道
は
我
し
ら
ず
」

の
語
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
悔
草
』
上
巻
の
十
八
段
の
、
「
世
上
の
御
法
度
」
は
「
恐

う
け

れ
つ
、
し
む
」
べ
き
こ
と
、
「
人
請
な
ど
に
た
、
ん
事
」
は
「
辞
退
あ
る
」
べ
き
こ
と
、

「
ゆ
づ
り
状
証
文
」
は
「
逆
な
る
義
は
か
ま
へ
て
辞
退
あ
る
」
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
、

そ
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
て
目
を
惹
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
語
句
と
類
同
の
、

「
武
芸
は
し
ら
ず
」
（
中
の
二
士
一
段
）
、
「
し
か
し
飾
営
は
し
ら
ず
」
（
中
の
三
十

ぶ
げ
い

ぶ
Ｏ
し
餌
の
一
旬

三
段
）
、
「
た
ず
し
武
士
の
意
地
は
し
ら
ず
」
（
下
の
十
五
段
）
の
語
句
を
数
え
上
げ

る
こ
と
が
で
き
て
、
な
お
の
こ
と
、
こ
れ
ら
の
語
句
の
意
味
す
る
も
の
に
注
意
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
語
句
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
で
は
各
々
の
段
の
記

述
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

ぶ
し
ゐ
篇

「
武
士
の
意
地
は
し
ら
ず
」
が
挿
入
さ
れ
た
段
の
場
合
を
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
句

は
「
酔
狂
気
違
い
ば
か
も
の
」
に
出
会
う
時
に
は
出
来
る
だ
け
遠
く
か
ら
脇
道
に
そ
れ
、

た
ら
し
叩
ぞ
か
ん
に
人

ぶ
だ
う

あ
ふ

止
む
を
得
ぬ
時
は
「
立
退
き
、
堪
忍
」
す
べ
き
こ
と
、
し
か
し
「
無
道
の
者
に
、
行
逢

ひ
や
う
ば
う

時
の
」
手
段
と
し
て
「
兵
法
の
心
得
は
あ
ら
ま
ほ
し
」
と
説
く
の
に
す
ぐ
続
け
て
記
さ

て
人
ａ
心
う

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
、
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
、
子
息
江
異

見
緋
凱
事
」
に
「
一
、
不
し
可
し
近
一
付
無
行
義
人
一
之
事
」
の
一
条
を
掲
げ
、
品
第
四
十
上

に
は
信
玄
が
「
無
分
別
人
」
を
指
し
て
「
奉
公
人
の
上
に
、
大
身
小
身
の
侍
は
申
に
及

あ
と
さ
ｇ

ば
す
、
下
々
の
者
迄
、
相
手
に
お
そ
ろ
し
き
人
」
と
言
い
、
「
彼
無
分
別
人
、
跡
先
を

ま
か

ふ
ま
（
へ
）
ず
、
口
に
任
せ
、
手
に
任
、
法
外
の
仕
形
あ
り
。
…
よ
き
分
別
者
が
、
あ

し
き
無
分
別
の
も
の
と
相
手
に
な
り
、
徒
に
身
を
は
た
す
な
れ
ば
、
是
を
思
案
し
て
見

ら
れ
よ
。
分
別
な
き
物
は
、
お
そ
ろ
し
き
人
に
て
は
な
き
か
」
と
語
っ
て
訓
え
た
話
が

ぶ
だ
う

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
悔
草
』
で
説
く
「
酔
狂
気
違
い
ば
か
も
の
」
「
無
道
の
者
」
に

出
会
っ
た
時
の
心
得
は
、
し
た
が
っ
て
、
武
士
の
心
懸
け
る
べ
き
こ
と
と
い
う
、
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
語
に
従
っ
て
言
え
ば
、
「
侍
道
」
の
コ
ー
ド
に
お
い
て
読
み
取
ら
れ
る
事

態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
、
読
者
が
こ
の
段
の
記
述
を
「
侍

道
」
の
コ
ー
ド
に
お
い
て
読
み
進
め
て
い
っ
た
場
合
を
想
定
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
読

者
は
「
沸
土
の
瀞
螂
は
し
ら
ず
」
の
語
句
に
突
き
当
っ
て
、
そ
の
コ
ー
ド
で
の
読
み
を

否
定
さ
れ
、
そ
の
コ
ー
ド
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
果
、
彼
は
「
武
士
」
を
除

外
し
た
人
々
Ｉ
階
層
に
対
し
て
の
心
得
を
説
い
た
記
述
と
し
て
読
み
を
決
め
る
こ
と
に

ぷ
し
ゐ
篇

な
る
。
彼
に
お
け
る
「
武
士
の
意
地
は
し
ら
ず
」
の
語
句
を
契
機
に
し
て
の
右
の
読
み

昭和60年2月
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れ
有
。
柳
は
枝
の
弱
け
れ
ど
雪
お
れ
な
し
。
実
や
人
間
も
、
短
気
に
い
さ
み
過
れ
ば
、

え
ん
り
よ

身
命
あ
や
ま
る
。
し
か
し
武
道
は
し
ら
ず
。
柔
和
に
遠
慮
の
人
は
、
あ
や
ま
ち
な
し
。
…

文
中
の
瞼
え
は
『
可
笑
記
』
巻
一
の
二
十
三
段
を
典
拠
と
す
る
が
、
『
可
笑
記
』
は
こ

の
職
え
を
引
い
て
「
心
も
あ
ら
ん
侍
」
の
、

慈
悲
深
く
、
義
理
つ
よ
く
、
老
た
る
を
敬
ひ
、
若
を
と
り
た
て
、
同
年
に
し
た
し

く
欲
あ
さ
く
、
い
ん
ぎ
ん
に
し
て
情
ふ
か
く
、
剛
な
る
心
を
お
し
か
く
し
、
し
か
も

の
決
定
は
、
ま
た
、
こ
の
記
述
の
書
き
手
の
所
属
す
る
階
層
を
も
、
こ
の
語
句
に
よ
っ

比
心
Ｉ
』

て
、
「
武
士
」
層
に
帰
属
し
え
な
い
こ
と
の
読
み
取
り
を
も
促
す
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
右
の
よ
う
な
「
侍
道
」
の
コ
ー
ド
に
お
い
て
読
む
と
い
う
営
み
を

離
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
て
も
、
右
の
読
み
の
決
定
は
読
者
に
お
い
て
な
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
『
悔
草
』
を
読
み
進
ん
で
行
く
途
次
に
お
い
て
、
順
次
に

喜
ぶ
・
楓
だ
う

ぶ
げ
い

「
侍
道
は
我
し
ら
ず
」
（
上
の
十
八
段
）
、
「
武
芸
は
し
ら
ず
」
（
中
の
二
十
二
段
）
、

ぶ
だ
う

ぶ
Ｌ
ゐ
巧

「
し
か
し
、
武
道
は
し
ら
ず
」
（
中
の
三
十
三
段
）
、
「
た
ず
し
武
士
の
意
地
は
し
ら

ず
」
（
下
の
十
五
段
）
の
語
句
に
読
み
当
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
結

果
は
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
読
者
の
内
部
で
積
み
重
な
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
重

く
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
、
必
然
的
に
、
『
悔
草
』
の
記
述
の
書
き
手
に
つ
い
て
の

恥
か
Ｏ
し

イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
「
武
士
」
の
階
層
に
は
属
し
な
い
人
物

』
か
０
』

を
。
そ
し
て
、
そ
の
記
述
も
、
ま
た
、
当
然
「
武
士
」
以
外
の
階
層
に
あ
っ
て
適
当
す

る
も
の
だ
と
。

と
こ
ろ
が
、
『
悔
草
』
の
作
者
と
し
て
浅
井
了
意
が
『
可
笑
記
評
判
』
（
巻
一
の
三
）

『
浮
世
物
語
』
（
巻
二
の
九
）
で
そ
の
名
を
記
し
た
井
上
小
左
衛
門
は
豊
臣
家
の
旗
本

で
後
に
徳
川
家
に
仕
え
た
人
物
か
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
『
悔
草
』
下
巻
の
十
二
段
に

ら
う
に
人

は
「
つ
た
な
き
、
わ
れ
ら
ご
と
き
の
、
牢
人
な
り
し
其
時
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
徳
川

に
仕
え
る
以
前
の
自
身
の
境
遇
を
洩
し
た
も
の
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
『
悔
草
』
は
仕
官
後
の
述
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は

紛
れ
も
な
く
武
士
階
層
に
属
し
、
「
侍
道
」
「
武
道
」
「
武
芸
」
「
武
士
の
意
地
」
は

「
し
ら
ず
」
と
は
言
い
え
な
い
場
に
身
を
置
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
悔
草
』

の
書
き
手
は
そ
の
こ
と
を
「
し
ら
ず
」
と
繰
り
返
し
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ど
ん
な

ぷ
篭
う

意
識
が
働
い
て
い
る
の
か
。
そ
の
意
識
の
露
頭
を
「
し
か
し
、
武
道
は
し
ら
ず
」
の
中

巻
の
三
十
三
段
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
且
つ
ら
何
と
な
く
、
か
ど
の
な
ひ
こ
そ
よ
け
れ
。
籾
内
存
は
か
た
く
、
義
に

さ
て
な
い
ぞ
人

ざ

つ
よ
さ強

こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
。

た
と
へ
ば
松
は
、
を
の
が
枝
の
、
つ
よ
き
に
よ
っ
て
、
雪
お

底
に
は
油
断
せ
ず
、
う
は
く
む
っ
く
り
と
人
あ
ひ
よ
き
こ
そ
真
実
の
大
剛
無
類
の
武

士
な
る
べ
け
れ
。

と
武
士
の
道
を
説
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
『
可
笑
記
』
の
武
士
の
道
を
説
く

こ
の
記
述
を
『
悔
草
』
の
そ
れ
と
対
照
さ
せ
て
み
れ
ば
、
『
悔
草
』
の
書
き
手
は
明
ら

ぶ
だ
う

か
に
『
可
笑
記
』
の
こ
の
記
述
を
意
識
に
措
き
、
こ
の
記
述
を
「
し
か
し
、
武
道
は
し

ら
ず
」
と
言
い
切
る
こ
と
で
切
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に

切
り
返
し
て
、
説
か
れ
た
武
士
の
道
は
世
間
一
般
的
な
人
倫
に
拡
げ
て
捉
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

『
可
笑
記
』
の
最
大
の
主
題
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
思
想
を
承
け
て
「
侍
道
」
を
説
く

こ
と
に
あ
り
、
そ
の
「
侍
道
」
の
完
成
の
た
め
に
、
武
士
の
「
学
文
」
「
芸
能
」
に
努

む
く
き
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
、
作
者
は
繰
り
返
し
説
く
。
『
悔
草
』
が
中
巻
二
十
二

段
に
お
い
て
、

人
は
零
落
時
や
あ
ら
ん
。
其
た
つ
き
と
も
な
ら
ば
、
戦
対
よ
み
割
は
沙
撫
に
脇
ず

お
ち
ぶ
る
や

ゐ
だ
う
か
だ
う
さ
だ
う
を
人
ぎ
よ
く

Ｌ
ま
い
し
つ
け
か
た

め
き
さ
さ
ん
か
ん

医
道
寄
道
茶
道
、
音
曲
っ
、
み
仕
舞
崇
方
、
万
の
目
利
算
勘
な
ど
、
其
外
あ
ら
ん
。

ぷ
げ
い

武
芸
は
し
ら
ず
。
か
や
う
の
物
一
道
な
ら
ひ
え
て
、
持
や
う
に
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
。

と
記
し
た
の
も
『
可
笑
記
』
の
右
の
主
張
を
意
識
に
措
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
主

張
の
『
悔
草
』
の
作
者
に
最
も
意
識
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
段
を
次
に
掲
げ
る
と
、

む
か
し
さ
る
人
の
物
が
た
り
に
人
と
な
り
て
は
か
な
ら
ず
心
が
け
学
す
べ
き
事
有

く
し
。
ま
づ
野
獣
の
を
し
へ
に
ま
か
せ
て
文
武
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
仁
義
を
心
が
け
く

げ
い
ま
ん
の
う

階
』
へ

し
。
こ
の
外
手
か
く
事
し
ゆ
せ
き
は
諸
芸
万
能
の
う
は
も
り
、
物
か
、
ぬ
侍
は
偏
に

い
だ
う

ち
う

あ
き
じ
り
め
く
ら
お
つ
し
の
ご
と
し
。
次
に
医
道
ま
こ
と
に
人
の
命
を
た
も
つ
所
忠

か
う孝

も
又
そ
な
は
る
と
云
り
。
さ
て
弓
馬
の
み
ち
侍
が
し
ら
で
か
な
は
い
事
。
次
に
料

茎
ご
ハ
グ
・
か

ｇ
け
つ
ら

理
万
の
あ
じ
は
ひ
を
と
ゞ
の
へ
臓
脇
を
や
し
な
ひ
気
血
を
と
ゞ
の
ふ
。
し
ょ
く
は
是

人
の
命
也
。
（
巻
五
の
六
十
一
段
）

『
徒
然
草
』
百
二
十
二
段
を
典
拠
に
し
た
一
段
で
あ
る
が
、
『
悔
草
』
の
作
者
に
も
こ

の
典
拠
は
判
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
右
に
引
用
し
た
両
段
の
記
述
を
対
照
し
て
み
れ

ば
、
『
可
笑
記
』
で
の
「
さ
て
弓
馬
の
み
ち
侍
が
し
ら
で
か
な
は
い
事
」
を
狙
っ
て
の

ぷ
げ
い

「
武
芸
は
し
ら
ず
」
の
否
定
の
言
辞
で
あ
る
の
は
判
然
と
し
よ
う
。
作
者
が
典
拠
を
扱

う
意
識
に
つ
い
て
の
観
点
に
お
い
て
、
こ
の
あ
り
方
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
『
可
笑
記
』

に
依
っ
た
事
態
を
右
の
言
辞
に
よ
っ
て
否
定
す
る
と
と
も
に
、
『
徒
然
草
』
典
拠
に
方

向
づ
け
て
『
可
笑
記
』
典
拠
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
作
者
の
意
識
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
『
可
笑
記
』
に
対
し
て
の
意
識
か
ら
、
武
士
の
道
は
排
除
さ
れ
、

秋田高専研究紀要第20号
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『悔草』の創意

を
人
ざ
主
く

さ
ん
か
ん

記
述
は
『
可
笑
記
』
に
は
記
さ
れ
な
い
「
音
曲
」
以
下
「
算
勘
」
ま
で
を
挙
げ
て
町
人

世
間
一
般
の
道
に
替
え
ら
れ
し
ま
う
。
読
者
は
こ
の
段
を
武
士
で
は
な
い
階
層
の
人
の

記
述
と
し
て
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
柄
は
、
『
悔
草
』
の
書
き
手
を
武
士
以
外
の
階
層
者
に
設
定
し
、
書
き
手

の
属
す
る
階
層
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
の
を
見
、
判
断
し
、
言
う
と
い
う
記
述
の
あ
り

方
を
選
択
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
作
者
と
は
切
り
離
さ
れ
た

書
き
手
を
虚
構
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
虚
構
上
の
書
き
手
は
Ｈ
で
言
及
し
た
虚
構
と

か
う
じ
た
て

し
て
の
「
香
匙
立
」
の
体
験
談
の
虚
構
の
語
り
手
で
あ
る
「
田
夫
」
の
「
我
」
で
あ
る
。

「
田
夫
」
の
「
我
」
は
、
ま
た
、
上
巻
の
一
段
に
お
い
て
「
我
子
」
を
語
る
時
に
、
「
人

と
の

が
ま
し
き
人
の
子
」
「
利
根
の
子
」
「
愚
鈍
な
れ
ど
も
富
る
人
の
子
」
と
対
照
的
に
「
ま

づ
し
き
ぐ
ち
の
我
子
」
と
記
し
、
自
身
を
「
つ
た
な
き
わ
れ
ら
ご
と
き
の
」
（
下
巻
の

雀
ろ
か

士
一
段
）
「
愚
な
る
我
ら
」
（
下
巻
の
十
七
段
）
「
元
来
燃
な
れ
ば
」
（
下
巻
の
十
八

ぐ
も
う

段
）
「
愚
蒙
の
我
ら
な
ど
」
（
下
巻
の
二
十
二
段
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
貧
乏
で

愚
蒙
の
人
物
と
し
て
読
者
の
眼
前
に
作
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作

者
は
貧
乏
で
愚
蒙
な
武
士
で
は
な
い
書
き
手
を
創
り
出
し
、
こ
の
人
物
が
貧
乏
で
愚
蒙

ゆ
え
に
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
を
行
い
え
な
か
っ
た
「
後
悔
」
ｌ
こ
の
語
で
『
悔
草
』
の

各
段
は
結
ば
れ
て
い
て
、
『
悔
草
』
の
題
名
の
由
来
で
あ
る
。
ｌ
を
記
述
す
る
と
い
う

構
図
を
発
想
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
構
図
は
読
者
に
対
し
て
、
恐
ら
く
、
最
も
有
効
に
訴
え
る
方
法
と
し

て
作
者
は
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

『
悔
草
』
が
典
拠
に
し
た
儒
教
仮
名
抄
や
『
可
笑
記
』
『
ひ
そ
め
草
』
に
は
「
後
悔
」

の
語
が
意
外
に
も
目
に
つ
く
。

『
三
徳
抄
』
に
は
、
例
え
ば
、
「
心
ニ
ョ
ク
分
別
シ
テ
総
侮
ナ
キ
ハ
は
也
哩
、
「
如
し

か
う
て

此
工
夫
セ
バ
、
何
ノ
携
憾
カ
ア
ラ
ン
ヤ
」
、
「
ソ
レ
モ
又
我
身
ノ
勝
手
ノ
タ
メ
ナ
ド
ニ

く
や
み

ス
レ
バ
樵
傾
モ
ア
リ
…
モ
ノ
ゴ
ト
ニ
私
ナ
ク
シ
テ
、
悔
モ
ナ
ク
ウ
ラ
ミ
モ
ナ
カ
ル
ベ
、
基

が
、
『
ひ
そ
め
草
』
に
は
、
「
総
傾
か
ぎ
り
あ
る
ま
じ
（
上
巻
の
六
段
）
、
「
酔
さ
め

こ
ん
し

て
の
衡
恢
た
れ
も
お
ほ
か
る
べ
し
」
（
同
、
十
四
段
）
、
「
此
人
に
つ
ね
に
懇
志
し
て
、

を
く
べ
き
物
を
と
く
ゆ
く
し
」
（
同
、
十
八
段
）
、
「
わ
が
身
の
あ
し
き
ふ
る
ま
ひ
に

よ
り
て
也
と
て
、
礎
侮
の
心
ひ
ま
な
し
」
（
同
、
二
十
一
段
）
等
が
、
『
可
笑
記
』
に

Ｑ

は
、
例
え
ば
、
「
後
に
そ
の
物
の
入
用
の
と
き
、
事
を
か
き
て
後
悔
す
る
」
（
巻
一
の

三
十
一
段
）
、
「
月
々
に
後
悔
の
み
数
そ
ひ
は
く
る
」
（
巻
二
の
三
十
八
段
）
、
「
牛

馬
の
ご
と
く
心
や
す
く
思
ひ
な
ば
、
い
つ
ぞ
の
ほ
ど
か
あ
や
ま
ち
有
て
、
後
悔
か
ひ
あ

る
ま
じ
」
（
巻
三
の
十
九
段
）
、
「
又
れ
い
の
い
し
ゃ
を
た
の
み
、
養
せ
ん
と
す
れ
ど

も
た
の
ま
れ
ず
、
後
悔
千
万
か
ぎ
り
も
な
く
」
（
巻
四
の
二
十
八
段
）
、
「
う
か
う
か

と
わ
た
り
た
ら
ば
か
な
ら
ず
あ
や
ま
ち
後
悔
あ
る
べ
し
」
（
巻
五
の
三
十
二
段
）
等
が
、

各
々
に
指
摘
で
き
、
特
に
『
可
笑
記
』
で
の
使
用
が
顕
著
で
あ
る
。
就
中
、
冠
莱
公
六

悔
銘
に
基
づ
い
て
、

皆
人
ご
と
に
後
悔
す
べ
き
事
あ
り
、
父
母
存
命
の
う
ち
不
幸
に
し
て
、
し
ね
ば
後

く
や
む
べ
し
。
ま
だ
し
き
時
大
事
と
思
ひ
、
や
う
じ
や
う
せ
ず
し
て
大
病
に
成
て
く

ゆ
く
し
。
わ
か
き
時
万
な
ら
は
ず
し
て
年
寄
て
悔
く
し
。
兼
て
物
毎
に
学
せ
ず
し
て
、

れ
こ
を

恥
を
か
き
て
悔
く
し
。
大
酒
を
の
み
酔
狂
し
て
醒
て
悔
く
し
。
老
、
出
頭
、
奉
行
の

と
き
、
利
欲
に
め
で
わ
た
く
し
し
て
、
無
理
ひ
が
ご
と
を
沙
汰
し
お
こ
な
ひ
、
諸
人

の
愁
悲
し
み
つ
も
り
、
天
罰
を
か
ふ
ず
り
、
身
命
は
め
つ
の
時
悔
く
し
。
福
貴
の
と

き
大
き
に
お
ご
り
て
天
命
に
背
、
す
り
き
り
お
ち
ぶ
れ
て
悔
く
し
。
女
若
衆
に
れ
ん

ぼ
し
て
、
心
を
つ
く
し
身
を
砕
き
、
あ
き
風
立
て
悔
く
し
。
日
頃
不
忠
不
孝
に
し
て
、

傍
輩
恩
賞
に
預
り
し
時
悔
く
し
。
万
事
少
し
の
時
堪
忍
せ
ず
し
て
、
大
事
と
な
し
て

悔
く
し
。
け
い
は
く
表
裏
に
た
ら
さ
れ
て
、
恩
賞
あ
た
へ
て
悔
く
し
。
万
の
法
度
か

ろ
し
め
あ
な
ど
り
、
罪
科
に
お
こ
な
は
れ
て
悔
く
し
。
悪
人
に
ま
じ
は
り
、
あ
や
ま

ち
有
と
き
悔
く
し
。
万
油
断
し
て
、
首
尾
相
違
の
と
き
悔
く
し
。
し
ぬ
べ
き
時
し
に

得
ず
し
て
、
生
が
ひ
な
く
て
悔
く
し
。

と
「
後
悔
す
べ
き
事
」
を
列
挙
し
た
巻
一
の
三
段
に
集
約
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
『
悔
草
』
の
典
拠
で
あ
る
こ
れ
ら
作
品
に
お
い
て
、
こ
の
「
後
悔
」
（
あ

る
い
は
「
悔
」
）
の
語
は
規
範
を
慎
み
守
る
こ
と
の
主
張
に
反
し
た
時
に
「
後
悔
す
べ

し
」
（
あ
る
い
は
「
悔
く
し
」
）
と
す
る
記
述
構
成
で
の
使
用
と
し
て
図
式
化
で
き
る
。

こ
の
構
成
で
は
、
書
き
手
は
常
に
規
範
の
主
唱
者
、
教
訓
者
と
し
て
読
者
の
前
に
立
ち
、

読
者
に
と
っ
て
は
知
的
に
倫
理
的
に
優
位
者
で
あ
る
。
こ
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
『
悔

草
』
は
規
範
を
書
き
手
が
貧
乏
で
愚
蒙
の
故
に
そ
れ
に
反
し
た
行
為
を
な
し
て
き
た
こ

と
の
結
果
の
「
後
悔
」
の
形
で
説
き
続
け
る
。
書
き
手
は
教
訓
さ
れ
る
者
の
立
場
に
常

に
置
か
れ
て
い
る
。
典
拠
作
品
の
反
転
さ
れ
た
陰
画
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
規
範
を
実
践
で
き
な
い
愚
蒙
者
の
膳
を
噛
む
「
後
悔
」
の
念
が
生
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
浅
井
了
意
が
『
悔
草
』
の
作
者
の
「
後
悔
」
の
念
を
「
な

に
の
小
左
衛
門
と
か
や
い
ひ
し
も
の
悔
草
三
巻
を
つ
く
り
て
現
在
の
中
は
い
ふ
に
及
ば

ず
過
去
未
来
を
か
け
て
三
世
を
く
や
み
し
か
ど
も
ま
だ
悔
た
ら
ず
や
あ
り
け
ん
」
（
『
可

騒
哩
が
し

い
陰
し
へ
よ
る
づ

笑
記
評
判
』
巻
一
の
三
）
と
か
、
「
井
上
小
左
衛
門
慰
某
が
悔
草
を
作
り
て
古
今
万
悔

昭和60年2月
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し
き
事
共
を
書
き
連
ね
た
る
ぞ
哀
れ
な
る
」
（
『
浮
世
物
語
』
巻
二
の
九
）
と
評
し
た

よ
う
に
、
教
訓
さ
れ
る
者
の
立
場
の
読
者
の
感
慨
と
同
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

そ
れ
は
読
者
に
共
感
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事

柄
は
、
あ
る
意
味
で
特
定
の
読
者
Ｉ
武
士
に
向
け
ら
れ
て
書
か
れ
た
と
も
読
む
こ
と
の

可
能
な
『
可
笑
記
』
に
対
抗
し
て
、
作
者
が
よ
り
広
い
階
層
の
読
者
を
対
象
と
し
て
書

く
こ
と
を
企
て
た
こ
と
を
意
味
づ
け
、
「
侍
道
」
・
「
武
道
」
等
は
「
し
ら
ず
」
の
言

辞
と
し
て
こ
の
企
て
の
意
識
が
顕
現
化
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

田

『
悔
草
』
の
以
上
の
よ
う
な
虚
構
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
読
み
過

し
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
一
段
が
あ
る
。
中
巻
の
二
十
七
段
、
書
き
手
は
勇
の
諸

様
態
を
述
べ
、
そ
の
後
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

扱
っ
た
な
き
我
ら
が
、
戴
職
つ
ず
か
ず
、
て
に
は
だ
に
し
ら
で
、
有
ふ
れ
し
こ
と

の
み
、
は
ぶ
き
て
謹
綴
、
狗
静
に
侭
せ
い
は
ん
は
、
勇
の
た
ぐ
ひ
な
ら
ん
か
、
か
た

ゅ
う

は
ら
い
た
き
後
悔
。

書
き
手
が
自
身
の
文
章
、
記
述
内
容
を
自
ら
評
し
た
言
辞
で
あ
る
。
文
章
の
展
開
の
未

熟
・
粗
雑
を
述
べ
、
記
述
内
容
の
「
有
ふ
れ
し
こ
と
」
、
そ
れ
も
「
狗
瀞
に
慨
せ
」
た
も

の
と
述
懐
す
る
。
こ
、
に
作
者
の
卑
下
意
識
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
を
見
て
と
る
の

ｒ
ゐ

は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
有
ふ
れ
し
こ
と
の
み
」
書
き
綴
り
「
獅
意

ま
か

に
任
せ
」
て
言
っ
た
と
語
っ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
こ
、
は
『
悔
草
』
の
序
の
次
の
個

所
と
対
応
す
る
。

あ
る
人
の
い
ひ
し
は
、
廓
の
諏
鯲
は
、
詔
砿
の
識
に
、
罫
灘
の
識
を
厭
勵
に
し
る

と
の

号
し
へ

う
ば

し
、
心
に
留
よ
と
、
教
し
事
を
聞
か
ら
に
、
実
も
と
思
ひ
よ
り
て
、
姥
お
う
ぢ
の
世

話
を
愚
の
ま
。
に
書
き
つ
ぎ
り
、
副
が
総
憾
を
職
す
は
、
ふ
つ
、
か
な
れ
ど
、
拙
き

蟹
ろ
か

つ
鱈
な

げ
ら
う
よ
わ
た

獅
子
の
た
め
、
下
繭
の
世
渡
る
た
つ
き
と
も
、
な
ら
ん
物
な
ら
な
き
に
は
し
か
じ
。

う
ば

「
有
ふ
れ
し
こ
と
」
と
は
、
序
で
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
姥
お
う
ぢ
の
世
話
」
な
の
で

あ
る
．
そ
れ
は
「
蟹
獣
の
誰
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
訓
の
世
俗
性
、
日
常

げ
ら
う

性
を
一
段
と
際
立
た
せ
る
。
貧
乏
で
愚
蒙
な
「
獅
子
」
や
「
下
繭
」
の
知
と
感
覚
に
最

せ
い
け
ん
い
裏
し
め

も
ぴ
っ
た
り
と
丈
が
合
う
の
で
あ
る
。
こ
の
背
丈
に
と
っ
て
は
「
聖
賢
の
誠
」
は
か
え
っ

て
敬
遠
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
「
醗
謝
の
誰
は
そ
の
意
味
で
は
相
対
的
に
意
義

ご
ぶ
ち
い

を
減
じ
、
そ
の
分
だ
け
「
有
ふ
れ
し
こ
と
」
が
価
値
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
「
侍

だ
う道

は
我
し
ら
ず
」
等
の
言
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
記
述
内
容
を
世
間
一
般
の
こ
と
に

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
意
識
と
、
こ
れ
は
対
応
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
「
有
ふ
れ
し

こ
と
」
を
書
く
と
い
う
意
識
に
と
っ
て
、
典
拠
と
し
た
諸
作
品
に
み
ら
れ
る
〈
後
悔
あ

る
べ
し
〉
の
教
誠
性
は
当
然
避
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
〈
後
悔
あ
る
べ
し
〉

を
反
転
さ
せ
た
〈
…
し
て
後
悔
〉
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
有
ふ
れ

う
ば

し
こ
と
」
Ｉ
「
姥
お
う
ぢ
の
世
話
」
の
教
訓
性
が
身
に
沁
み
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
有
ふ
れ
し
こ
と
の
み
」
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
典
拠
の
諸
作
品
と
の
差
異

性
を
主
張
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
各
巻
を
み
れ
ば
、
「
證
文
」
等
の
書

付
け
の
こ
と
（
上
巻
の
十
六
段
）
、
「
あ
つ
か
ひ
事
」
（
上
巻
の
二
十
六
段
）
、
日
常

生
活
の
守
る
べ
き
事
柄
の
列
挙
（
上
巻
の
四
十
一
段
）
、
畳
の
上
の
歩
き
方
、
茶
の
持

ち
運
び
方
、
座
敷
で
の
所
作
（
中
巻
の
十
五
段
）
、
膳
に
座
し
て
の
食
事
の
所
作
振
舞

い
（
中
巻
の
十
六
、
十
七
、
十
八
の
各
段
）
、
「
医
者
」
に
か
か
る
時
の
心
得
（
中
巻
の

ふ
り
よ
ｇ
う
い
た
む
も
の

三
十
段
）
、
「
不
慮
の
煩
急
に
痛
物
」
の
応
急
処
置
（
中
巻
の
三
十
一
段
）
等
の
記
述

は
日
常
生
活
の
所
作
振
舞
い
、
心
得
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
し
、
下
巻
で
は
、
そ
の
二

十
三
段
が
「
こ
れ
ぞ
後
悔
の
と
ず
め
な
り
け
り
」
と
記
し
て
『
悔
草
』
の
最
終
段
を
意

味
す
る
結
び
を
も
つ
に
も
か
、
わ
ら
ず
（
こ
の
結
語
は
『
可
笑
記
』
の
結
語
「
是
ぞ
可

笑
記
の
を
は
り
成
け
る
」
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
）
、
以
後
さ

ら
に
十
六
の
段
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
十
六
の
段
は
「
正
月
の
門

松
の
事
」
に
始
ま
る
節
季
の
謂
れ
（
九
段
を
数
え
る
）
と
信
心
の
事
（
七
段
を
数
え
る
）

の
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
愚
蒙
に
相
応
し
い
日
常
生
活
の
営
み
に
お
け

る
規
範
で
あ
り
、
心
得
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
、
典
拠
と
し
た
儒
者
の
仮
名
抄
と
も
『
可

笑
記
』
や
『
ひ
そ
め
草
』
と
も
異
な
る
『
悔
草
』
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
『
悔
草
』
の
性
格
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
は
題

名
が
も
つ
〈
悔
〉
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
典
拠
の
〈
後
悔
あ
る
べ
し
〉
の
教
誠
の
言

辞
、
就
中
『
可
笑
記
』
に
み
ら
れ
る
こ
の
言
辞
に
対
抗
し
て
反
転
さ
せ
た
発
想
に
あ
っ

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
早
く
に
、
浅
井
了
意
が
『
浮
世
物
語
』

に
お
い
て
『
可
笑
記
』
の
「
六
悔
銘
」
（
巻
一
の
三
段
）
と
『
悔
草
』
の
〈
…
し
て
後

悔
〉
の
語
と
の
関
連
深
さ
を
認
め
て
、
「
さ
れ
ば
此
銘
を
本
と
し
て
井
上
小
左
衛
門
慰

某
が
悔
草
を
作
り
て
」
（
巻
二
の
九
）
と
看
破
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
九
八
四
・
九
・
十
三
）

注仙
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
４
号
（
昭
和
弱
年
６
月
）
所
収
。

③
拙
稿
「
仮
名
草
子
と
『
徒
然
草
野
槌
』
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第
十
七

号
一
九
八
二
年
二
月
）
。

秋田高専研究紀要第20号
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『悔､草』の創意

な
ほ
、
『
悔
草
』
の
本
文
は
『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書
仮
名
草
子
篇
』
（
養
徳
社

刊
、
昭
躯
）
に
依
り
、
『
可
笑
記
』
の
本
文
は
『
可
笑
記
大
成
影
印
・
校
異
・
研
究
』

田
中
伸
・
深
沢
秋
男
・
小
川
武
彦
編
著
（
笠
間
書
院
刊
、
昭
囎
）
に
依
っ
て
い
る
。

③
『
寸
鉄
録
』
（
慢
窩
）
、

す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

『
寸
鉄
録
』
『
葬
倫
抄
』
は

肥
）
に
依
る
。
Ｐ
は
そ
の
ぺ
－

保
物
語
』
下
の
廿
三
「
わ
ら
‐

こ
の
事
」
を
典
拠
に
し
て
い
↓

側
注
仙
に
同
じ
、
Ｐ
慨
～
Ｅ

⑤
「
『
ひ
そ
め
草
』
考
ｌ
中
川

一
九
七
九
年
第
四
十
八
巻
）
［

⑥
注
①
、
側
と
同
じ
、
Ｐ
Ⅲ
。

下
の
廿
三
「
わ
ら
ん

『
葬
倫
抄
』
は

Ｐ
慨
～
Ｐ
棚

。

を
典
拠
に
し
て
い
る
。 『

藤
原
慢
窩
林
羅
山
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系

Ｐ
は
そ
の
ぺ
ｌ
ジ
で
あ
る
。
ま
た
、
中
巻
の
八
段
と
九
段
は
『
伊
曽

》
廿
三
「
わ
ら
ん
べ
と
盗
人
の
事
」
、
同
下
の
廿
九
「
出
家
と
ゑ
の

。

』
考
ｌ
中
世
説
話
と
の
関
連
を
中
心
に
ｌ
」

十
八
巻
）
Ｐ
１
～
Ｐ
３
。

『
葬
倫
抄
』
（
尺
五
）
を
典
拠
と
し
た
個
所
を
表
示

（
『
国
語
国
文
』

昭和60年2月

上
側

、

し
ら
ぬ
国
へ
入
は
、
禁
制
の
事

を
と
ひ
…

下
仙
、
周
礼
に
三
宥
の
品
有
…

海

草

一一

01）
、

(2)
、

入
し
寛
而
問
し
禁
．
．
．

宥
レ
過
無
し
大
…

寸
鉄
録

上
⑥
、
兄
弟
は
一
躰
分
身
な
り
。

の
あ
ら
そ
ひ
は
…

●
●
●

物

上
⑧
、
婦
人
の
お
さ
な
き
時
は
…
唐
に

有
人
の
む
す
め
を
、
め
と
れ
り
。
…

上
⑨
、
分
熊
相
応
に
心
を
や
し
な
へ

と
也
。
…

上
側
、
其
事
を
つ
つ
し
み
て
、
其
食
を

後
に
せ
よ
と
有

中
㈱
、
悪
の
む
く
ふ
は
歴
然
也
…
重
き

物
は
…

下
側
、
段
の
湯
王
の
御
代
に
天
下
日
で

り

に

て
●

●

● 海

草

兄
弟
ノ
道
ハ
…
Ｐ
棚
～
Ｐ
剛

女
ハ
三
徒
ノ
道
ト
テ
、
オ
サ
ナ
キ
時
ハ

…
又
察
ノ
国
ノ
人
…
Ｐ
棚
～
Ｐ
棚

我
ガ
身
上
ノ
分
際
ホ
ド
ニ
ヤ
シ
ナ
フ
心

ナ
リ
。
…
Ｐ
棚

孔
子
モ
慎
一
其
事
一
…
Ｐ
Ⅷ

善
悪
ノ
報
ハ
…
ヲ
モ
キ
物
ヲ

…
Ｐ
細
～
Ｐ
川

段
ノ
湯
王
…
天
下
旱
セ
リ…

Ｐ
柵
～
Ｐ
川

葬
倫
抄
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