
               

要 

旨 

『
徒
然
草
』
第
一
二
段
は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
重
要
な
段
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
の
が
、
「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
」
と
い
う
表
現
の
存
在
で
あ
る
。 

そ
の
表
現
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
書
序
段
と
関
係
が
深
い
。
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る

ま
ま
に
」
の
状
況
が
「
慰
」
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
者
の
本
来
の
願
い
で
あ
り
、
本
書
執
筆
の

一
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。〈
本
段
〉
の
重
要
性
は
、
そ
の
期

待
さ
れ
た
「
慰
」
め
が
、
も
っ
と
も
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
友
人
に
関
し
、
そ
の
願
い
は
か
な

え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
友
人
と
い
う
、
も

っ
と
も
自
分
を
慰
め
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
対
象
が
、
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
わ
か
っ
た
、

つ
ま
り
現
実
の
世
の
中
に
は
、
自
分
を
慰
め
る
も
の
は
、
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が

付
い
た
、
そ
う
い
う
一
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

                そ
し
て
、
そ
の
「
気
づ
き
」
が
、〈
本
段
〉
の
表
現
の
質
を
、
具
体
的
で
は
な
く
、
抽
象
的
な

レ
ベ
ル
に
ま
で
、
引
き
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
通
説
の
ご
と
く
、
本
書
が
、
基
本

原
則
と
し
て
、
現
在
の
段
の
配
列
に
し
た
が
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら

ば
、「
随
筆
」
文
学
と
し
て
の
彼
の
文
章
の
、
最
初
の
、
確
実
な
到
達
点
が
こ
の
〈
本
段
〉
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
第
一
二
段
の
価
値
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る

よ
り
も
は
る
か
に
重
要
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。 

随
筆
文
学
と
し
て
の
本
書
の
中
で
、
相
当
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
の
あ
る
〈
本
段
〉

の
成
立
は
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
遍
歴
、
ま
た
思
考
過
程
に
寄
っ
て
成
立
し
た
の
か
、
そ
し
て
、

〈
本
段
〉
が
、
後
に
続
く
段
に
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
つ
の
か
、
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、〈
本

段
〉
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
考
察
し
て
い
く
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。 
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一
、
第
一
二
段
の
本
文
と
問
題
点 

本
文 

 

同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
し
て
、
を
か
し
き
こ
と
も
、
世
の
は
か

な
き
事
も
、
う
ら
な
く
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
、
さ
る
人
あ
る
ま
じ

け
れ
ば
、
露
違
は
ざ
ら
ん
と
向
ひ
ゐ
た
ら
ん
は
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
こ
こ
ち
や
せ
ん
。 

 

互
い
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば
、「
げ
に
」
と
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら
、
い
さ
さ

か
違
ふ
所
も
あ
ら
ん
人
こ
そ
、「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」
な
ど
争
ひ
憎
み
、「
さ
る
か
ら
、

さ
ぞ
」
と
も
う
ち
語
ら
は
ば
、
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
、
げ
に
は
、
少
し
か
こ

つ
か
た
も
、
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
言
は
ん
ほ
ど
こ

そ
あ
ら
め
、
ま
め
や
か
の
心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
、

わ
び
し
き
や
。 

※
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
『
全
集
』
と
呼
ぶ
。 

 

次
に
、『
全
集
』
の
頭
注
を
あ
げ
る
。 

 

 

前
段
か
ら
進
ん
で
、
さ
ら
に
心
境
そ
の
も
の
の
問
題
を
主
題
に
し
て
い
る
。
対
人

関
係
で
、
期
待
や
要
望
は
多
く
、
そ
れ
を
み
た
す
も
の
は
容
易
に
あ
り
え
な
い
現
状
、

ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
「
わ
び
し
さ
」
を
解
き
放
っ
て
く
れ
る
の
は
、
結
局
、
孤
独
な

「
つ
れ
づ
れ
」
の
境
地
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
十
三
段
が
発
想
さ
れ
て
く

る
。
（
『
全
集
』
頭
注
） 

 

こ
の
注
で
は
、「
前
段
」
と
の
関
連
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
「
心
境
そ
の
も
の
の
問

題
を
主
題
」
と
も
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
必
然
的
に
、
十
三
段
が
発
想
さ
れ
て

く
る
」
と
、
続
く
後
段
と
の
関
連
も
認
め
て
い
る
。 

 

こ
の
注
で
、
気
に
な
る
の
は
、「
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
『
わ
び
し
さ
』
を
解
き
放
っ

て
く
れ
る
の
は
、
結
局
、
孤
独
な
「
つ
れ
づ
れ
」
の
境
地
で
あ
り
」
の
部
分
で
あ
る
。

本
当
に
「
絶
望
的
」
な
の
か
、「
『
わ
び
し
さ
』
を
解
き
放
っ
て
く
れ
る
の
は
、
結
局
、

孤
独
な
『
つ
れ
づ
れ
』
の
境
地
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

『
全
集
』
頭
注
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

二
、
先
学
の
論
と
問
題
点 

１
、
全
注
釈

（1 ）

 

 

こ
の
段
は
、
遁
世
者
、
沙
弥
兼
好
の
友
人
論
・
友
情
論
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
合
の
友
を
心
に
描
き
、
そ
れ
ら
の
友
が
「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」（
こ

れ
は
、
彼
の
理
想
と
し
て
存
す
る
の
み
で
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
）
を
基
準
に
し

て
見
る
と
、
す
べ
て
物
足
り
な
い
ゆ
え
ん
を
、
き
わ
め
て
心
理
的
、
経
験
的
に
述
懐

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
注
で
は
、
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
を
上
、「
つ
ゆ
違
は
ざ
ら

ん
と
向
か
ひ
ゐ
た
ら
ん
は
、
ひ
と
り
あ
る
心
地
や
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
人
を
下
、

「
た
が
ひ
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば
…
少
し
か
こ
つ
方
も
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
」

を
中
と
し
、
上
・
中
・
下
の
三
品
の
友
を
論
じ
た
と
い
う
の
は
、
合
理
的
分
析
と
し

て
は
徹
底
し
て
い
る
が
、
表
現
そ
の
も
の
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
段
落

の
う
ち
、
前
は
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
孤
独
感
が
、
後
は
、

「
つ
れ
づ
れ
慰
む
」
程
度
の
話
し
相
手
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
少
し
か
こ
つ
方
も
我
と

等
し
か
ら
ざ
ら
ん
」
人
の
状
態
に
接
し
た
時
の
わ
び
し
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
真
情
に
も
と
づ
い
て
、
ま
こ
と
の
心
の
友
の
見
い
だ

さ
れ
な
い
わ
び
し
さ
を
反
省
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
段
の
表
現
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
（
『
全
注
釈
』
本
文
） 
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〈
本
段
〉
が
「
友
人
論
・
友
情
論
」
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
各
学
説
に
共
通
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
理
想
と
し
て
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
を
「
基

準
に
し
て
見
る
と
、
す
べ
て
物
足
り
な
い
ゆ
え
ん
を
、
き
わ
め
て
心
理
的
、
経
験
的

に
述
懐
し
て
い
る
」
と
ま
と
め
る
。「
心
理
的
、
経
験
的
に
」
と
い
う
表
現
が
必
要
な

の
か
と
い
う
疑
問
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
以
外
は
理
解
で
き
る
。 

次
に
、「
旧
注
」
か
ら
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
を
上
、「
つ
ゆ
違
は
ざ
ら
ん
と
向
か

ひ
ゐ
た
ら
ん
は
、
ひ
と
り
あ
る
心
地
や
せ
ん
」
を
下
、「
た
が
ひ
に
～
少
し
か
こ
つ
方

も
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
」
を
中
と
す
る
の
に
つ
い
て
は
、「
合
理
的
分
析
と
し
て

は
徹
底
し
て
い
る
が
、
表
現
そ
の
も
の
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
」
と
疑
問
を
投
げ

か
け
る
。「
表
現
そ
の
も
の
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
不
鮮

明
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
「
合
理
的
分
析
」
は
表
現
と
し
て
は
、
う
ま
い
の
だ
が
、

出
来
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
感
も
あ
る
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
作
者
の
兼
好
自

身
が
そ
う
意
識
し
て
書
い
た
か
は
疑
問
が
残
る
。 

最
後
に
「
自
己
の
真
情
に
も
と
づ
い
て
、
ま
こ
と
の
心
の
友
が
み
い
だ
さ
れ
な
い

わ
び
し
さ
を
反
省
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
段
の
表
現
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
「
反
省
」

と
い
う
表
現
が
、
こ
の
場
合
適
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
大
体
は
そ
の
と
お
り

で
あ
る
。
以
上
に
つ
き
、
注
意
し
た
い
。 

 
 ２

、
諸
注
集
成

（2 ）

 

 

こ
の
段
は
「
心
友
得
難
し
」
と
い
う
極
端
な
孤
独
感
を
訴
え
た
も
の
で
、
推
理
の

乱
れ
か
ら
、
す
こ
ぶ
る
難
解
に
な
っ
て
い
る
（
橘
、
通
釈
の
大
意
）「
友
え
難
し
」
の

な
げ
き
は
、
人
を
孤
独
に
お
い
や
る
。
寿
抄
、
文
段
抄
、
集
説
は
、「
よ
き
友
の
中
の

差
」
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
、
句
解
、
参
考
は
、
揚
子
法
言
に
い
う
「
心
友
、
面
友

の
差
」
を
い
う
も
の
と
し
た
。
読
解
、
盤
抄
、
大
全
は
、「
上
中
下
の
差
」
あ
る
こ
と

を
い
っ
て
い
る
と
し
た
。（
『
諸
注
集
成
』
本
文
） 

 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
内
容
は
「
諸
注
」
の
「
集
成
」
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん

ど
の
諸
注
か
ら
は
た
い
し
て
得
る
と
こ
ろ
も
な
い
が
、
冒
頭
の
「
こ
の
段
は
、『
心
友

得
難
し
』
と
い
う
極
端
な
孤
独
感
を
訴
え
た
も
の
で
、
推
理
の
乱
れ
か
ら
、
す
こ
ぶ

る
難
解
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
部
分
に
は
注
目
し
て
み
た
い
。
気
に
な
る
の
は
「
推

理
の
乱
れ
か
ら
、
す
こ
ぶ
る
難
解
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
事
実
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
推
理
の
乱
れ
」
で
あ
ろ
う
か
、
「
す
こ
ぶ
る
難
解
で
あ
ろ
う
か
」
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

ま
た
、『
諸
注
集
成
』
の
編
者
田
辺
氏
は
、
〈
本
段
〉
の
後
半
の
構
成
に
つ
い
て
見

解
を
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
参
考
と
す
る
の
に
と
ど
め
て
お
く
。 

 

３
、
徒
然
草
講
座
（
第
二
巻

（3 ）） 

 

こ
の
段
は
、
一
般
に
は
友
人
論
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
が
、
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」

の
「
ん
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
か
こ
つ
方
も
我
と
等
し
」
く
す
る
理
想
の
世
捨

人
に
寄
せ
る
夢
想
と
、
夢
想
の
不
可
能
を
認
識
す
る
孤
独
者
の
諦
念
と
を
語
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
を
は
み
出
し
て
生
き
る
こ
と
の
「
わ
び
し
さ
」
を
自
己
確
認

す
る
文
章
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
を
外
に
求
め
る

こ
と
を
断
念
し
た
作
者
が
、「
を
か
し
き
事
も
世
の
は
か
な
き
事
も
、
う
ら
な
く
言
ひ

慰
ま
ん
」た
め
に
、「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
」

け
た
の
が
、
以
後
に
引
き
続
く
章
段
な
の
で
あ
る
。 
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隠
遁
者
に
と
っ
て
、
物
語
を
す
る
こ
と
は
、
た
だ
「
つ
れ
づ
れ
慰
む
」
た
め
の
も

の
で
し
か
な
く
、
理
非
を
正
し
た
り
、
考
え
方
の
優
劣
を
決
す
る
た
め
の
論
争
な
ど

始
め
か
ら
無
用
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
見
が
違
う
か
ら
と
言
っ
て
「
『
我
は
さ
や

は
思
ふ
』
な
ど
争
ひ
憎
」
む
こ
と
は
、
隠
遁
者
の
世
界
に
世
俗
者
の
立
場
を
持
ち
こ

む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
前
段
が
庵
の
世
界
の
理
想
と
生
活
者
と
し
て
の
現
実
と

の
亀
裂
を
対
象
化
し
た
文
章
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
段
が
遁
世
者
の
理
想
的
人

間
関
係
に
寄
せ
る
想
い
と
「
さ
る
人
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
」
と
い
う
現
実
の
認
識
を
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
実
存
の
不
条
理
性
に
目
ざ
め
た
者
の
「
わ
び
し
」
さ

を
語
る
点
で
前
段
と
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
『
講
座
』
本
文
） 

 

前
半
は
、
単
純
な
「
友
人
論
」
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
友

人
論
」
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
で
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
注

意
し
た
い
。 

次
に
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
と
「
ん
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
た

し
か
に
「
ん
」
が
や
た
ら
に
多
い
文
章
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。 

ま
た
、「
世
俗
を
は
み
出
し
て
生
き
る
こ
と
の
『
わ
び
し
さ
』
を
自
己
確
認
す
る
文

章
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
に
目
を
む
け
て
み
た
い
。
筆
者
の
言
う
ご
と
く
、
「
自
己

確
認
」
程
度
の
表
現
が
穏
当
な
の
か
と
も
思
う
。 

 

そ
し
て
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
を
こ
の
世
に
も
と
め
る
こ
と
を
断
念
し
た
作
者
が
、

そ
の
心
を
「
言
ひ
慰
ま
ん
」
た
め
に
、『
徒
然
草
』
を
書
い
た
の
だ
と
（
※
序
段
と
強

く
関
連
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
と
い
う
こ
と
）
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
読

み
か
え
れ
ば
、〈
本
段
〉
は
本
書
成
立
に
大
変
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
い
に
賛
同
し
た
い
。
※
部
分
、
土
屋
注
（
以
下
同

じ
） 

 

後
半
は
、「
実
存
の
不
条
理
性
に
目
ざ
め
た
者
の
『
わ
び
し
』
さ
を
語
る
点
で
前
段

（
※
第
一
一
段
）
と
照
応
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
前
段
と
の
関
連
を
認
め
て
い
る
。

こ
れ
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
関
連
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

４
、
「
徒
然
草
」
研
究
と
講
説（4 ） 

 

こ
こ
で
兼
好
は
、
人
と
交
わ
す
対
話
の
性
質
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
対
話
の
中
で
お
互
い
が
心
の
琴
線
に
触
れ
、
心
を
許
し
て
語
る
こ
と
が
で
き

る
「
心
の
友
」
に
は
、
邂
逅
し
が
た
い
こ
と
か
ら
く
る
、
寂
寥
感
・
孤
独
感
を
ふ
と

告
白
し
て
い
る
。 

 

第
一
節
で
は
、
自
分
と
同
じ
心
を
も
っ
た
相
手
と
心
を
開
放
し
あ
っ
て
、「
う
ら
な

く
」
語
り
合
う
喜
び
は
、
日
常
の
現
実
で
は
経
験
す
る
こ
と
が
稀
有
な
こ
と
を
述
べ

る
。
自
分
の
心
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
、
相
手
の
感
情
に
神
経
を
配
っ
て
対
話
し
て
い

る
場
合
の
、
窮
屈
で
無
味
な
状
態
を
、
「
ひ
と
り
あ
る
心
地
」
と
し
て
い
る
。 

 

第
二
節
で
は
、
人
と
議
論
す
る
価
値
・
楽
し
み
な
ど
を
認
め
な
が
ら
も
、
自
分
と

は
多
少
意
見
の
違
う
人
と
交
わ
す
話
題
の
性
格
は
、
人
生
の
深
い
問
題
な
ど
で
は
な

い
「
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
傾
向
を
指
摘
す
る
。

本
当
の
意
味
で
の
「
心
の
友
」
と
は
、
隔
絶
し
て
い
る
「
わ
び
し
き
」
寂
寥
感
を
覚

え
る
と
い
う
。 

 

草
庵
の
兼
好
も
、
寂
寞
と
し
た
人
生
の
孤
独
か
ら
は
逃
れ
た
い
。
閑
静
で
自
由
な

隠
遁
の
生
活
を
生
彩
あ
る
も
の
に
す
る
の
は
、「
心
の
友
」
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
と

の
対
話
の
な
か
で
発
見
す
る
相
互
理
解
の
喜
び
で
あ
ろ
う
。
思
想
や
意
識
や
趣
味
を
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共
有
で
き
る
友
に
は
、
出
あ
い
が
た
い
日
常
の
現
実
に
、
兼
好
の
孤
独
が
あ
る
。

（
中
略
） 

 

こ
の
よ
う
に
、「
心
の
友
」
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
も
、『
徒
然
草
』
の
な
か
で
、

兼
好
は
複
線
的
な
記
述
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
心

の
友
」
の
得
が
た
き
こ
と
へ
の
絶
望
で
は
な
い
。
日
常
の
次
元
で
、「
心
の
友
」
へ
の

希
求
を
ふ
と
覚
え
た
人
生
的
な
孤
独
な
の
で
あ
ろ
う
。 

（
『
研
究
と
講
説
』
本
文
） 

 

全
体
的
に
素
直
な
わ
か
り
や
す
い
捉
え
方
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
こ
れ
が
認
め
ら

れ
て
い
る
と
思
う
。 

 

「
対
話
の
性
質
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
」
「
『
心
の
友
』
に
は
、
邂
逅
し
が

た
い
こ
と
か
ら
く
る
、
寂
寥
感
・
孤
独
感
を
ふ
と
告
白
し
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

わ
か
り
や
す
い
。 

 

第
一
節
（
前
半
）
で
は
、
同
じ
心
を
持
っ
た
相
手
が
い
な
い
の
で
、
気
配
り
す
る

相
手
と
の
対
話
は
「
自
分
の
心
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
、
相
手
の
感
情
に
神
経
を
配
っ

て
」
い
る
も
の
で
、
そ
の
「
窮
屈
で
無
味
な
状
態
を
、『
ひ
と
り
あ
る
心
地
』
と
し
て

い
る
」
と
い
う
。 

 

第
二
節
（
後
半
）
で
は
、「
本
当
の
意
味
で
の
『
心
の
友
』
と
は
、
隔
絶
し
て
い
る

『
わ
び
し
き
』
寂
寥
感
を
覚
え
る
」
と
と
ら
え
る
。「
思
想
は
意
識
や
趣
味
を
共
有
で

き
る
友
に
は
、
出
あ
い
が
た
い
日
常
の
現
実
に
、
兼
好
の
孤
独
が
あ
る
」
と
ま
と
め

る
。
無
難
な
ま
と
め
方
で
あ
る
と
思
う
。
参
考
と
し
た
い
。 

 

さ
ら
に
、「
こ
れ
は
『
心
の
友
』
の
得
が
た
き
こ
と
へ
の
絶
望
で
は
な
い
。
日
常
の

次
元
で
、『
心
の
友
』
へ
の
希
求
を
ふ
と
覚
え
た
人
生
的
な
孤
独
な
の
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
る
が
、「
絶
望
で
は
な
い
」
と
「
ふ
と
覚
え
た
人
生
的
な
孤
独
」
と
い
う
部
分
に

は
、
賛
意
を
示
し
た
い
。 

 

５
、
徒
然
草
の
鑑
賞
と
批
評（5 ） 

 

友
人
論
と
し
て
、
も
っ
と
も
有
名
な
章
段
の
一
つ
で
あ
る
。
気
持
ち
の
ぴ
っ
た
り

合
う
人
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
に
得
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
人
と
つ
き
合

え
ば
合
う
ほ
ど
実
感
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
兼
好
も
、
ま
ず
そ
の
得
が
た
さ
に
触
れ

て
、
だ
か
ら
現
実
に
は
相
手
の
意
向
に
反
し
な
い
よ
う
気
を
つ
か
っ
て
対
座
し
て
い

る
時
の
孤
独
な
感
情
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
。 

 

つ
い
で
友
人
の
型
と
し
て
、
お
た
が
い
に
話
し
合
う
こ
と
は
何
に
よ
ら
ず
な
る
ほ

ど
と
傾
聴
に
値
す
る
も
の
の
、
少
し
く
意
見
の
ち
が
っ
て
い
る
人
の
場
合
は
、
し
ん

そ
こ
胸
の
う
ち
を
明
か
し
て
議
論
す
る
と
、
所
在
な
さ
が
ま
ぎ
れ
る
か
と
思
え
る
が
、

し
か
し
結
局
は
、
不
平
不
満
も
自
分
と
共
通
し
て
い
る
人
で
な
け
れ
ば
、
普
通
の
雑

談
相
手
に
は
い
い
が
、「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
と
し
て
は
か
け
離
れ
た
存
在
に
な
る
、

と
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
と
い
う
の
は
、
第
一
に
気

持
ち
が
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
、
第
二
に
不
平
不
満
も
自
分
と
共
通
す
る
こ
と
、
で
い

い
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
の
条
件
で
あ
る
よ
う

に
見
え
て
そ
う
で
は
な
い
。 

「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
が
非
常
に
稀
な
存
在
な
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
根
本
的
に
は
、
真
実
の
心
の
友
と
い
う
も
の
は
得
ら
れ
ぬ
と
い
う
絶

望
感
が
あ
っ
て
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
） 
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こ
れ
は
、
結
局
、
第
一
の
条
件
も
第
二
の
条
件
も
、
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
機
械
的
に
み
た
さ
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
） 

も
っ
と
も
、
こ
こ
ま
で
「
ま
め
や
か
な
心
の
友
」
を
見
い
だ
し
が
た
い
と
指
摘
し

た
あ
と
で
、
た
だ
ち
に
人
間
同
士
の
交
際
の
秘
訣
を
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
続
く
第
一
三
段
は
、
生
ま
身
の
人
間
を
離
れ
て
、
古
人
の
中
に
友
を
求
め
た

文
章
と
な
っ
て
い
る
。 

（
『
鑑
賞
と
批
評
』
本
文
） 

 

「
現
実
に
は
相
手
の
意
向
に
反
し
な
い
よ
う
気
を
つ
か
っ
て
対
座
し
て
い
る
時
の

孤
独
な
感
情
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
る
。
ま
た
、「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」

の
条
件
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
提
起
は
、「
真
実
の
心
の
友
と

い
う
も
の
は
得
ら
れ
ぬ
と
い
う
絶
望
感
が
あ
っ
て
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
絶
望
感
」
と
ら
え
る
べ
き
か
ど
う

か
、
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
心
し
て
受
け
止
め
た
い
。 

ま
た
、「
続
く
第
一
三
段
は
、
生
ま
身
の
人
間
を
離
れ
て
、
古
人
の
中
に
友
を
求
め

た
文
章
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
、「
第
一
三
段
」
と
の
関
連
を
認
め
て
い

る
。
賛
同
し
た
い
。 

 

三
、
第
一
二
段
の
検
討 

本
文 

 

同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
し
て
、
を
か
し
き
こ
と
も
、
世
の
は
か

な
き
事
も
、
う
ら
な
く
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
、
さ
る
人
あ
る
ま
じ

け
れ
ば
、
露
違
は
ざ
ら
ん
と
向
ひ
ゐ
た
ら
ん
は
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
こ
こ
ち
や
せ
ん
。 

 

互
い
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば
、「
げ
に
」
と
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら
、
い
さ
さ

か
違
ふ
所
も
あ
ら
ん
人
こ
そ
、「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」
な
ど
争
ひ
憎
み
、「
さ
る
か
ら
、

さ
ぞ
」
と
も
う
ち
語
ら
は
ば
、
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
、
げ
に
は
、
少
し
か
こ

つ
か
た
も
、
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
言
は
ん
ほ
ど
こ

そ
あ
ら
め
、
ま
め
や
か
の
心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
、

わ
び
し
き
や
。（「
第
一
二
段
」
全
文
） 

  

〈
本
段
〉
は
前
段
と
後
段
の
二
段
に
分
け
て
と
ら
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
た
だ

し
、
二
段
と
は
い
え
、
単
に
二
つ
の
文
か
ら
成
立
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
も
あ
る
。 

 

〈
本
段
〉
は
難
解
だ
と
い
う
説
が
あ
る

（6 ）

、
そ
れ
は
こ
の
二
文
、
と
く
に
後
の
ほ
う

が
、
異
常
な
ほ
ど
長
い
文
で
あ
る
こ
と
に
も
由
来
す
る
。 

 

ま
ず
は
前
段
、
最
初
の
一
文
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
基
本
的
に
『
全
注
釈
』
の
「
注

釈
」
を
ベ
ー
ス
に
、
検
討
し
、
自
己
の
見
解
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
他
の
文

献
は
随
時
参
考
に
す
る
。 

 

１
、
同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
し
て 

『
全
注
釈
』
に
は
、「
ん
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
段
に
は
、
助
動
詞
『
む
』（
ん
）
と
そ

の
活
用
形
の
使
用
回
数
の
多
い
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
十
一
回
に
及
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
、
兼
好
が
、
心
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
思
っ
た
こ
と
を
、
断

定
的
、
原
理
的
に
で
は
な
く
て
、
仮
定
的
、
想
像
的
に
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
『
同
じ
心
な
ら
ん
人
』
と
い
っ
た
の
も
、
そ
う
い
う
友
を
心
の
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う
ち
に
思
い
描
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
使
用
回
数
が
多
い
こ
と

は
そ
の
通
り
。
「
断
定
的
（
原
理
的
）
」
で
は
な
く
、
「
仮
定
的
（
想
像
的
）
」
に
「
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
の
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
受
け
て
、「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
と
は
、
自
分
と
ま
っ
た
く
気
持
ち
が
一
致

す
る
人
間
を
暗
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
心
な
ら
ん
」
の
「
ん
」

が
気
に
な
る
が
、「
同
じ
心
な
る
人
」
と
断
定
で
き
ず
、
ぼ
か
し
て
言
っ
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
断
定
を
さ
け
て
、
ぼ
か
し
て
（
婉
曲
的
に
）
述
べ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
。 

「
し
め
や
か
に
」
と
は
「
し
ん
み
り
と
」
の
意
で
あ
る
。 

 

２
、
を
か
し
き
こ
と
も
、
世
の
は
か
な
き
事
も 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
こ
う
し
た
世
間
の
無
常
を
語
り
合
う
『
同
じ
心
な
ら
ん
人
』

の
存
在
せ
ぬ
嘆
き
が
、
兼
好
を
し
て
、
こ
の
個
所
を
書
か
せ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
以
下
に
続
く
流
れ
全
体
を
指
し
て
い
る
。
賛
同
し
た

い
。 

 

「
を
か
し
き
」
と
「
は
か
な
き
」
は
、
明
と
暗
の
、
対
照
的
な
言
葉
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「
世
の
中
の
、
酸
い
も
甘
い
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
世

の
」
の
位
置
は
本
来
、「
を
か
し
き
」
の
前
に
あ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
応
注

意
し
て
お
き
た
い
。 

 

３
、
う
ら
な
く 

 

「
う
ら
な
く
」
は
「
裏
無
く
」
で
、
「
隠
す
こ
と
な
く
」
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『
集
成
』
に
は
、
４
と
か
ら
め
て
、「
へ
だ
て
な
く
語
り
合
い
、
心
を
な
ぐ
さ
め
あ
っ

た
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
」
と
あ
る
。 

 

４
、
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に 

 

「
い
ひ
慰
ま
ん
」
の
「
ん
」
は
後
に
体
言
が
隠
さ
れ
て
い
る
表
現
で
、
仮
定
（
婉

曲
）
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
「
い
ひ
」
は
「
話
し
て
」
と
い
う
意
味
。
「
慰
ま
」
は
、

「
気
が
晴
れ
る
、
す
っ
き
り
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
話
を
し
て
、
気
が
晴
れ

た
ら
、
そ
れ
は
う
れ
し
い
は
ず
で
あ
る
が
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
気
が
晴

れ
る
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
後
の
表
現
を
待
た
ず
に
暗
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
う
れ
し
か
る
べ
き
に
」
の
「
に
」
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ま
で

の
文
脈
を
一
応
ま
と
め
た
上
で
、
以
下
そ
れ
に
反
し
た
事
柄
を
述
べ
る
時
に
用
い
る

詞
で
、
兼
好
に
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。 

 

５
、
さ
る
人
あ
る
ま
じ
け
れ
ば 

 

「
さ
る
」
は
「
そ
う
い
う
」
の
意
味
。
つ
ま
り
「
同
じ
心
な
る
（
な
ら
ん
）」
人
を

さ
す
。「
ま
じ
け
れ
」
は
、「
べ
し
」
の
打
消
し
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
「
打
消
当
然
」

の
助
動
詞
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
の
「
べ
し
」
に
対
応
し
て
い
る
。 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
正
徹
本
・
常
縁
盆
で
は
、『
さ
る
人
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
』
と

な
る
が
、」
と
あ
る
、
一
応
の
注
意
は
し
て
お
き
た
い
。 
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６
、
露
違
は
ざ
ら
ん
と
向
ひ
ゐ
た
ら
ん
は 

 
「
露
違
は
ざ
ら
ん
と
」
は
、「
ま
っ
た
く
（
相
手
と
、
意
見
な
ど
）
違
わ
な
い
で
い

よ
う
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
向
か
ひ
ゐ
た
ら
ん
は
」
は
、
「
向
か
い
合
っ
て
す

わ
っ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
」
と
と
ら
え
て
お
く
。「
た
ら
ん
」
の
「
ん
」
は
本
段
に

頻
出
す
る
「
仮
定
（
婉
曲
）
」
の
助
動
詞
で
あ
る
。 

 

『
集
成
』
に
は
、「
少
し
も
相
手
の
心
に
そ
む
く
ま
い
と
思
い
つ
つ
対
談
し
て
い
る

の
は
」
と
あ
る
。 

 

７
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
こ
こ
ち
や
せ
ん 

 

「
た
だ
ひ
と
り
あ
る
」
と
い
う
の
は
「
孤
独
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。「
こ
こ
ち
や

せ
ん
」
と
は
「
気
持
ち
が
す
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
。「
せ
ん
」
の
「
ん
」
は
推

量
の
助
動
詞
で
あ
る
。
こ
の
部
分
か
ら
、
作
者
が
「
孤
独
感
」
を
抱
い
た
こ
と
は
明

確
で
あ
る
。 

 

８
、
互
ひ
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば 

 

「
互
ひ
に
」
と
は
「
話
し
相
手
と
」
と
い
う
こ
と
。「
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば
」
は

「
言
ふ
事
を
」
に
作
者
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
添
え
た
も
の
。「
ん
」
は
、
仮
定
（
婉
曲
）

で
形
式
名
詞
の
「
ほ
ど
」
も
婉
曲
（
ぼ
か
し
）
で
あ
る
。「
を
ば
」
の
「
ば
」
は
「
を
」

の
強
意
。
お
互
い
に
言
い
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
事
を
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
『
言
い
た
い
こ
と
を
言
お
う
』
と
い
う
く
ら
い
の
強
い
意
味

を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
言
は
ん
と
す
る
事
を
ば
」

と
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
「
言
は
ん
ほ
ど
の
事
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、〈
本
段
〉

全
体
を
覆
う
「
ん
（
む
）
」
に
よ
る
、
仮
定
の
意
識
の
一
環
と
と
ら
え
ね
ば
、
不
都
合

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

９
、
「
げ
に
」
と
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら 

 

「
げ
に
」
は
、「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
す
る
意
味
。
「
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら
」

の
「
聞
く
か
ひ
」
は
「
聞
く
意
味
」
で
あ
る
。「
も
の
か
ら
」
は
、
接
続
助
詞
で
、
前

後
に
よ
り
順
接
に
も
逆
接
に
も
な
る
。 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
（
こ
こ
は
）
逆
接
の
接
続
助
詞
」
と
あ
る
。 

 
 10

、
い
さ
さ
か
違
ふ
所
も
あ
ら
ん
人
こ
そ 

 

「
い
さ
さ
か
」
は
、
「
ほ
ん
の
少
し
」
。
「
違
ふ
所
」
は
「（
考
え
・
意
見
が
）
異
な

っ
た
所
」。「
あ
ら
ん
人
」
の
「
ん
」
は
仮
定
（
婉
曲
）
で
、「
あ
れ
ば
、
そ
の
人
（
と
）」

の
意
味
。「
こ
そ
」
は
強
意
の
係
助
詞
で
あ
る
。 

 

『
集
成
』
に
は
、「
多
少
は
意
見
の
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
え
る
人
は
」
と
あ
る
。 

 

11
、
「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」
な
ど
争
ひ
憎
み 

 

「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」
の
「
さ
」
は
指
示
語
、「
そ
の
よ
う
に
」
の
意
味
。「
や
は
」

は
反
語
。「
自
分
は
そ
の
よ
う
に
（
あ
な
た
の
言
う
よ
う
に
）
は
思
わ
な
い
」
と
い
う

こ
と
。「
争
ひ
憎
み
」
は
「
言
い
争
い
、
非
難
し
」
の
意
味
で
あ
る
。
話
し
相
手
と
言

い
あ
い
を
す
る
の
で
あ
る
。 

 

「
争
ひ
憎
み
」
に
つ
い
て
、
『
全
注
釈
』
に
は
、「
言
い
争
っ
た
上
に
、
相
手
を
憎

ら
し
く
思
っ
て
、
と
が
め
な
じ
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、『
集
成
』（
文
段
抄
）
に
、
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「
こ
の
『
に
く
み
』
は
、「
妬
み
に
く
む
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
少
し
た
が
ひ
に
争
ふ
心

な
り
」
と
あ
る
ほ
う
が
よ
い
。「
憎
ら
し
く
」
（
全
注
釈
）
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

12
、
「
さ
る
か
ら
さ
ぞ
」
と
も
う
ち
語
ら
は
ば 

 

「
さ
る
か
ら
さ
ぞ
」
の
「
さ
る
」
は
指
示
語
で
「
そ
う
で
あ
る
こ
と
」
。「
さ
ぞ
」

の
「
さ
」
も
指
示
語
。
「
ぞ
」
は
強
意
の
助
詞
。
実
際
に
は
具
体
的
な
部
分
を
「
さ
」

の
指
示
語
で
抽
象
化
す
る
効
果
が
あ
る
。「
そ
う
だ
か
ら
、
そ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
こ

と
。
『
集
成
』
（
大
系
・
西
尾
）
に
は
、「
こ
う
こ
う
だ
か
ら
こ
う
な
の
だ
」
と
あ
る
。 

「
う
ち
語
ら
は
ば
」
の
「
う
ち
語
ら
は
」
は
「
親
し
く
話
す
」
こ
と
。「
ば
」
は
順

接
仮
定
条
件
。「
親
し
く
話
し
合
っ
た
な
ら
ば
」
の
意
。 

 

13
、
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど 

 

４
の
「
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
」
と
関
連
す
る
。「
つ
れ
づ
れ
」
が

消
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
と
い
っ
た
内
容
。「
慰
ま
」
は
「
心
が
晴

れ
る
」
く
ら
い
の
意
味
。「
め
」
は
推
量
（
意
志
）
の
助
動
詞
。「
ど
」
は
逆
接
の
助
詞
。 

 

14
、
げ
に
は 

 

「
げ
に
」
は
「
現
に
」
で
、「
実
際
に
は
」
の
意
味
。
仮
定
「
ん
」
の
つ
い
た
内
容

を
受
け
、「
現
実
に
は
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
る
。 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、「
ま
こ
と
に
、
ほ
ん
と
う
に
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
の
意
に
解

さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
従
い
難
い
。
９
の
「
げ
に
」
と
は
質
的
に
異
な
る
と
考
え
る
。

本
例
の
「
げ
に
」
に
は
「
は
」
が
接
続
し
て
い
る
。
こ
の
「
は
」
を
感
動
と
と
ら
え

る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
考
察
は
こ
こ
で
は
ひ
か
え
る
。 

 

15
、
少
し
か
こ
つ
か
た
も
、
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は 

 

「
少
し
か
こ
つ
か
た
も
」
の
「
か
こ
つ
」
は
「
不
満
を
述
べ
る
」
意
味
。「
我
と
等

し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は
」
の
「
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
」
の
「
等
し
か
ら
」
は
、「
同
じ
レ

ベ
ル
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。「
ざ
ら
」
は
打
消
し
で
、「
ん
」
は
仮
定
（
婉
曲
）
。
自

分
と
同
等
の
レ
ベ
ル
で
な
い
よ
う
な
人
だ
っ
た
ら
、
と
い
う
内
容
。 

 

『
全
注
釈
』
に
は
、
「
『
少
し
』
は
、
下
の
『
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
』
に
係
る
」
と
あ

る
が
、
判
断
は
難
し
い
。 

こ
こ
ら
へ
ん
が
、
難
解
な
文
章
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。 

 

ち
な
み
に
『
集
成
』
で
は
、「
難
語
。
い
ま
だ
氷
解
さ
れ
て
い
な
い
」
と
あ
る
。 

 

16
、
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
も
言
は
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め 

 

「
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
も
」
の
「
大
方
」
は
、
「
普
通
・
一
般
」
の
意
味
、「
よ

し
な
し
ご
と
」
は
「
由
無
し
」
に
「
こ
と
」
が
複
合
し
、「
つ
ま
ら
な
い
こ
と
・
ど
う

で
も
い
い
こ
と
」
の
意
味
。
「
言
は
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
」
の
「
言
は
ん
」
の
「
ん
」

は
仮
定
（
婉
曲
）
。「
ほ
ど
」
は
、
ぼ
か
し
。「
こ
そ
」
は
強
意
の
係
助
詞
で
、
結
び
が
、

推
量
の
助
動
詞
の
「
め
」
。「
あ
り
」
は
「
そ
れ
で
よ
い
」
と
い
っ
た
意
味
。
あ
り
き

た
り
な
ど
う
で
も
い
い
こ
と
を
話
す
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
よ
い
が
、
と
い
う

内
容
。 

 

『
全
注
釈
』
に
、
「
こ
こ
に
も
、
序
段
と
同
じ
く
、
『
よ
し
な
し
事
』
が
出
て
い
る

の
は
興
味
深
い
」
と
あ
る
。
序
段
と
の
関
連
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
。 
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『
集
成
』
に
は
、「
な
み
な
み
の
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
語
り
あ
っ
て
い
る
う
ち
は
よ
い

が
」
と
あ
る
。 

 
 17

、
ま
め
や
か
の
心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
わ
び
し

き
や 「

ま
め
や
か
の
心
の
友
」
は
「
真
の
心
の
友
」
の
こ
と
で
、
１
の
「
お
な
じ
心
な

ら
ん
人
」
の
こ
と
。
「
に
（
は
）」
は
比
較
の
助
詞
。
「
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
」
と

は
精
神
的
な
隔
た
り
で
あ
る
。
「
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
」
の
「
ぬ
」
は
強
意
の
助
動
詞
で
、

「
べ
き
」
は
当
然
の
助
動
詞
。「
ぞ
」
は
強
意
の
係
助
詞
。
絶
対
に
あ
る
わ
け
が
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
で
も
か
と
ば
か
り
に
強
調
し
て
い
る
。「
わ
び
し
き
」
は
「
ぞ
」

の
結
び
で
「
や
」
は
詠
嘆
。「
や
り
き
れ
な
い
こ
と
だ
よ
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
。 

 
 

 

本
章
の
最
後
に
、
『
集
成
』
の
〈
本
段
〉
へ
の
見
解
を
掲
げ
て
お
く
。 

 

「
思
惟
的
な
論
文
構
成
の
胎
動
期
の
文
体
で
あ
る
か
ら
、
現
代
風
な
知
的
理
解
を

求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
無
理
で
は
あ
る
ま
い
か
。
問
題
点
の
『
は
か
な
き
こ
と
』

『
つ
ゆ
た
が
は
ざ
ら
』『
げ
に
』『
争
ひ
に
く
み
』『
さ
る
か
ら
さ
ぞ
』『
げ
に
は
』『
か

こ
つ
か
た
』『
心
の
友
に
は
』
の
探
究
と
と
も
に
、
文
脈
の
呼
応
を
の
み
こ
む
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
て
、
相
当
、
手
に
お
え
な
い
文
章
で
あ
る
。
な
お
後
考
を
待
つ
」
（『
集

成
』
本
文
） 

 
 

 

四
、
前
後
の
段
の
検
討 

 

こ
こ
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
第
一
二
段
」〈
本
段
〉
の
前
段
で
あ
る
第
一
一

段
か
ら
、「
第
一
二
段
」
〈
本
段
〉
を
含
め
、
第
一
七
段
ま
で
の
各
段
を
取
り
上
げ
、

そ
の
関
連
の
度
合
い
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

  

神
無
月
の
比
、
栗
栖
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
、
あ
る
山
里
に
た
づ
ね
入
る
事
侍
り

し
に
、
遥
か
な
る
苔
の
細
道
を
ふ
み
わ
け
て
、
心
細
く
す
み
な
し
た
る
庵
あ
り
。
木

の
葉
に
埋
も
る
る
懸
樋
の
雫
な
ら
で
は
、
露
お
と
な
ふ
も
の
な
し
。
閼
伽
棚
に
菊
・

紅
葉
な
ど
折
散
ら
し
た
る
、
さ
す
が
に
す
む
人
の
あ
れ
ば
な
る
べ
し
。 

 

か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
と
、
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
、
か
な
た
の
庭
に
大
き
な

る
柑
子
の
木
の
、
枝
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る
が
、
ま
は
り
を
き
び
し
く
囲
ひ
た
り
し

こ
そ
、
少
し
こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
え
し
か
。
（
第
一
一
段
）

※
傍
線
部
、
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。 

 

〈
本
段
〉
の
直
前
の
第
一
一
段
で
あ
る
。 

 

「
心
細
く
す
み
な
し
た
る
庵
」
は
昨
者
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
、

後
の
「
か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
」
に
関
連
す
る
。 

 

「
か
く
て
」
が
前
述
の
「
庵
」
の
様
子
を
指
し
示
す
。「
あ
ら
れ
け
る
よ
」
と
は
、

人
為
的
な
も
の
を
排
除
し
て
、
自
然
の
ま
ま
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

 
「
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
」
の
「
あ
は
れ
」
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
感
動
で
あ
る
。

昨
者
に
と
っ
て
最
高
級
の
感
動
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

 

以
上
の
感
動
が
、
最
後
の
部
分
に
来
て
一
変
す
る
。「
ま
は
り
を
き
び
し
く
囲
ひ
た

り
し
」
と
い
う
、「
柑
子
の
木
」
を
と
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
人
為
的
行
為
が
作
者
の

感
動
を
台
無
し
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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「
少
し
こ
と
さ
め
て
」
と
い
う
、
し
ら
け
た
気
分
に
な
っ
た
。「
こ
の
木
な
か
ら
ま

し
か
ば
」
は
詠
嘆
的
表
現
と
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
昨
者
に
と
っ
て
理
想
的
な
生

き
方
を
し
て
い
る
と
見
ら
れ
た
人
物
が
、
結
局
は
俗
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
よ
る
「
幻
滅
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
段
の
幻
滅
は
、
次
の
〈
本
段
〉
と
の
関
連
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 

 

〈
本
段
〉
同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
し
て
、
を
か
し
き
こ
と
も
、
世

の
は
か
な
き
事
も
、
う
ら
な
く
い
ひ
慰
ま
ん
こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
、
さ
る
人
あ

る
ま
じ
け
れ
ば
、
露
違
は
ざ
ら
ん
と
向
ひ
ゐ
た
ら
ん
は
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
こ
こ
ち

や
せ
ん
。 

互
い
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば
、「
げ
に
」
と
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら
、
い
さ
さ

か
違
ふ
所
も
あ
ら
ん
人
こ
そ
、「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」
な
ど
争
ひ
憎
み
、「
さ
る
か
ら
、

さ
ぞ
」
と
も
う
ち
語
ら
は
ば
、
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
、
げ
に
は
、
少
し
か
こ

つ
か
た
も
、
我
と
等
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
大
方
の
よ
し
な
し
ご
と
言
は
ん
ほ
ど
こ

そ
あ
ら
め
、
ま
め
や
か
の
心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
、

わ
び
し
き
や
。（
第
一
二
段
） 

 

〈
本
段
〉
と
前
段
と
は
、
強
い
関
連
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
た
だ
前
段
の
後
に
、
作
者
が
意
図

的
に
〈
本
段
〉
を
置
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
は
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

 

「
同
じ
心
な
ら
ん
人
」
と
は
、
既
出
の
「
も
ち
ろ
ん
作
者
と
、
い
わ
ゆ
る
「
心
友
」

に
あ
た
る
。
心
友
と
「
い
ひ
慰
ま
ん
」
と
し
た
ら
う
れ
し
い
の
だ
が
、「
さ
る
人
あ
る

ま
じ
け
れ
」
な
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
る
。 

 

『
全
注
釈
』
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
が
序
段
に
あ
る
こ
と
は
、〈
本

段
〉
の
作
者
の
「
心
理
」
と
一
致
し
て
お
り
、〈
本
段
〉
が
序
段
と
関
連
性
を
も
つ
こ

と
の
一
証
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
」
が
、
既
出
の
「
い
ひ
慰
ま
ん
」
と
同
様
に
、
作
者
の
本
書

執
筆
時
の
大
な
る
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
最
後
に
「
心
友
」
を
「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
と
言
い
、「
真
友
」
と
も
重

ね
、
そ
う
い
う
人
間
は
い
な
い
か
ら
「
わ
び
し
き
や
」
と
詠
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
「
心

友
」
「
真
友
」
が
い
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
、「
わ
び
し
き
や
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
前

段
と
同
類
な
の
で
あ
る
。〈
本
段
〉
の
成
立
に
、
前
段
の
「
栗
栖
野
」
の
具
体
的
経
験

が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  

ひ
と
り
灯
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
ぞ
、
こ
よ
な
う

な
ぐ
さ
む
わ
ざ
な
る
。
文
は
、
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏
文
集
、
老
子
の
こ

と
ば
、
南
華
の
篇
、
こ
の
国
の
博
士
ど
も
の
書
け
る
物
も
、
い
に
し
へ
の
は
、
あ
は

れ
な
る
事
多
か
り
。
（
第
一
三
段
） 

 

こ
の
段
で
は
、
冒
頭
の
一
文
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
ま
ず
は
「
ひ
と
り
灯
の
も
と

に
文
を
ひ
ろ
げ
て
」
だ
が
、「
ひ
と
り
」
と
「
文
」
に
注
目
し
た
い
。
他
人
と
の
交
流

を
は
か
ら
ず
、
読
書
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
次
に
「
見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
ぞ
」
で
あ
る
。「
見
ぬ
世
の
人
」
が
「
友
」
で
あ

る
と
い
う
。
現
実
に
眼
前
に
い
る
、
俗
世
間
の
人
間
な
ど
は
、
友
に
で
き
な
い
と
い

う
背
景
が
あ
る
。 

 

最
後
に
「
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
む
わ
ざ
な
る
」
で
あ
る
。「
な
ぐ
さ
む
」
と
あ
る
所
が
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ポ
イ
ン
ト
。〈
本
段
〉
で
は
「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
」
で
あ
っ
た
。
現
実
に
は

不
可
能
な
「
慰
む
」
状
態
が
、「
見
ぬ
世
の
人
」
と
の
、
読
書
を
通
じ
て
の
交
流
な
ら
、

そ
れ
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 

第
二
文
で
は
、「
い
に
し
へ
の
は
、
あ
は
れ
な
る
事
多
か
り
」
と
な
っ
て
い
る
。「
い

に
し
へ
」
は
時
間
的
に
離
れ
た
世
界
、
そ
こ
に
「
あ
は
れ
な
る
」
と
い
う
最
高
級
の

感
動
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。 

 

〈
本
段
〉
の
孤
独
感
が
、
現
実
を
離
れ
た
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
遠
く
隔

た
っ
た
「
見
ぬ
世
の
友
」
と
読
書
を
通
じ
て
、
解
消
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。 

 
 

 

和
歌
こ
そ
な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
。
あ
や
し
の
山
が
つ
の
し
わ
ざ
も
、
い
ひ
出

づ
れ
ば
お
も
し
ろ
く
、
お
そ
ろ
し
き
猪
の
し
し
も
、「
ふ
す
猪
の
床
」
と
い
へ
ば
、
や

さ
し
く
な
り
ぬ
。 

 

こ
の
比
の
歌
は
、
一
ふ
し
を
か
し
く
言
ひ
か
な
へ
た
り
と
見
ゆ
る
は
あ
れ
ど
、
古

き
歌
ど
も
の
や
う
に
、
い
か
に
ぞ
や
、
こ
と
ば
の
外
に
、
あ
は
れ
に
、
け
し
き
覚
ゆ

る
は
な
し
。
貫
之
が
「
糸
に
よ
る
物
な
ら
な
く
に
」
と
い
へ
る
は
、
古
今
集
の
中
の

歌
屑
と
か
や
言
ひ
伝
へ
た
れ
ど
、
今
の
世
の
人
の
詠
み
ぬ
べ
き
こ
と
が
ら
と
は
見
え

ず
。
そ
の
世
の
歌
に
は
、
す
が
た
・
言
葉
、
こ
の
た
ぐ
ひ
の
み
多
し
。
こ
の
歌
に
限

り
て
か
く
い
ひ
た
て
ら
れ
た
る
も
知
り
が
た
し
。
源
氏
物
語
に
は
、「
物
と
は
な
し
に
」

と
ぞ
書
け
る
。
新
古
今
に
は
、「
の
こ
る
松
さ
へ
峰
に
き
び
し
き
」
と
い
へ
る
歌
を
ぞ

い
ふ
な
る
は
、
ま
こ
と
に
、
少
し
く
だ
け
た
る
す
が
た
に
も
や
見
ゆ
ら
ん
。
さ
れ
ど

こ
の
歌
も
、
衆
議
判
の
時
、
よ
ろ
し
き
よ
し
沙
汰
あ
り
て
、
後
に
も
殊
更
に
感
じ
、

仰
せ
下
さ
れ
け
る
由
、
家
長
が
日
記
に
は
書
け
り
。 

 

歌
の
道
の
み
、
い
に
し
へ
に
変
わ
ら
ぬ
な
ど
い
ふ
事
も
あ
れ
ど
、
い
さ
や
。
今
も

詠
み
あ
へ
る
同
じ
詞
・
歌
枕
も
、
昔
の
人
の
詠
め
る
は
、
さ
ら
に
同
じ
も
の
に
あ
ら

ず
。
や
す
く
す
な
ほ
に
し
て
、
姿
も
き
よ
げ
に
、
あ
は
れ
も
深
く
み
ゆ
。 

 

梁
塵
秘
抄
の
え
い
曲
の
言
葉
こ
そ
、
ま
た
、
あ
は
れ
な
る
事
は
多
か
め
れ
。
昔
の

人
は
、
た
だ
い
か
に
言
ひ
す
て
た
る
こ
と
く
さ
も
、
皆
い
み
じ
く
聞
ゆ
る
に
や
。（
第

一
四
段
） 

 

こ
の
段
は
、「
慰
む
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
三
段
の
テ
ー

マ
で
あ
る
書
物
（
読
書
）
か
ら
、
和
歌
へ
と
い
う
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
現
在

の
和
歌
を
、「
古
き
歌
」
と
比
較
し
て
、「
あ
は
れ
に
、
け
し
き
覚
ゆ
る
は
無
し
」
と
、

「
あ
は
れ
」
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
関
連
が
あ
る
。 

 

ま
た
続
い
て
、「
昔
の
人
の
詠
め
る
は
」「
や
す
く
す
な
ほ
に
し
て
、
姿
も
き
よ
げ

に
、
あ
は
れ
も
深
く
み
ゆ
」
と
、「
昔
の
人
」
と
「
あ
は
れ
」
を
セ
ッ
ト
で
表
現
し
て

い
る
。 

 

次
に
も
、「
梁
塵
秘
抄
の
え
い
曲
の
言
葉
こ
そ
、
ま
た
、
あ
は
れ
な
る
事
は
多
か
め

れ
」
と
、「
梁
塵
秘
抄
」
と
「
あ
は
れ
」
を
セ
ッ
ト
で
表
現
し
て
い
る
。 

 
 
 

 

 

と
こ
ろ
で
、
〈
本
段
〉
と
の
関
連
を
認
め
る
上
で
、
こ
れ
以
後
に
続
く
段
の
う
ち
、

第
一
五
段
か
ら
第
一
七
段
の
三
段
は
、
一
つ
の
段
と
し
て
、
ま
と
め
て
と
ら
え
る
方

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
前
も
っ
て
述
べ
て
お
く
。 

  

い
づ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
た
ち
た
る
こ
そ
、
め
さ
む
る
心
ち
す
れ
。 
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そ
の
わ
た
り
、
こ
こ
か
し
こ
見
あ
り
き
、
ゐ
な
か
び
た
る
所
、
山
里
な
ど
は
、
い

と
目
な
れ
ぬ
事
の
み
ぞ
多
か
る
。
都
へ
た
よ
り
も
と
め
て
文
や
る
。「
そ
の
事
か
の
事
、

便
宜
に
忘
る
な
」
な
ど
い
ひ
や
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。 

 

さ
や
う
の
所
に
て
こ
そ
、
万
に
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
れ
。
持
て
る
調
度
ま
で
、
よ
き

は
よ
く
、
能
あ
る
人
、
か
た
ち
よ
き
人
も
、
常
よ
り
は
を
か
し
と
こ
そ
見
ゆ
れ
。 

 

寺
・
社
な
ど
に
、
し
の
び
て
こ
も
り
た
る
も
を
か
し
。（
第
一
五
段
） 

 

こ
の
段
は
、
四
段
落
か
ら
成
り
立
つ
。 

第
一
段
落
は
、
「
旅
た
ち
」
と
い
う
前
提
で
始
ま
る
。
そ
れ
が
「
め
さ
む
る
心
ち
」

が
す
る
と
い
う
。 

第
二
段
落
は
、
旅
の
続
き
で
、「
目
な
れ
ぬ
事
の
み
ぞ
多
か
る
」
と
述
べ
、
そ
の
次

に
「
を
か
し
」
で
ま
と
め
る
。 

第
三
段
落
は
、
さ
ら
に
旅
の
続
き
で
、
最
後
に
、「
常
よ
り
は
を
か
し
と
こ
そ
見
ゆ

れ
」
で
ま
と
め
る
。
最
後
に
第
一
段
落
同
様
、「
を
か
し
」
が
く
る
。 

第
四
段
落
は
、
旅
と
関
連
さ
せ
、「
寺
・
社
」
と
「
を
か
し
」
が
セ
ッ
ト
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。 

こ
の
第
一
五
段
は
、
全
体
に
、「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
「
を
か
し
」
の
世
界
で
統
一

さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

神
楽
こ
そ
、
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
。 

 

お
ほ
か
た
、
も
の
の
音
に
は
、
笛
・
篳
篥
。
常
に
聞
き
た
き
は
琵
琶
・
和
琴
。（
第

一
六
段
） 

 

こ
の
段
は
、「
寺
・
社
」
の
連
想
か
ら
「
神
楽
」
が
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
一
段
落
（
第
一
文
）
は
、「
神
楽
」
を
「
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
」
と

ま
と
め
て
い
る
。 

そ
れ
を
受
け
て
第
二
段
落
で
は
、「
も
の
の
音
」
と
し
て
「
笛
・
篳
篥
・
琵
琶
・
和

琴
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
「
を
か
し
」
（
お
も
し
ろ
し
）

の
世
界
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。 

  

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏
に
仕
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
も
な
く
、
心
の
濁

り
も
清
ま
る
心
地
す
れ
。 

（
第
一
七
段
） 

 

こ
の
段
は
、
「
旅
」
「
寺
・
社
」
の
流
れ
を
受
け
て
い
る
。
た
っ
た
一
文
で
あ
が
、

「
山
寺
に
か
き
こ
も
り
」
て
、
「
仏
に
仕
う
ま
つ
る
」
こ
と
こ
そ
が
、
「
つ
れ
づ
れ
も

な
く
、
心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
地
」が
す
る
と
評
価
し
て
い
る
。「
つ
れ
づ
れ
も
な
く
、

心
の
濁
り
も
清
ま
る
」
と
あ
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
旅
を
続
け
て
「
を
か
し
」

と
い
う
気
分
に
な
っ
た
が
、
や
は
り
「
山
寺
」
で
「
仏
」
を
い
の
る
こ
と
が
、「
つ
れ

づ
れ
」
が
な
く
な
り
、
「
心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
地
」
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
心
の
濁
り
も
清
ま
る
」
と
い
い
う
の
は
、
「
慰
む
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

「
つ
れ
づ
れ
（
も
な
く
、
心
の
濁
り
も
清
ま
る
）
」
と
い
う
表
現
が
、
序
段
と
も
〈
本

段
〉
（
第
一
二
段
）
と
も
関
連
す
る
と
い
う
点
に
は
大
い
に
注
目
し
た
い
。 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
五
段
か
ら
第
一
七
段
、
各
段
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
お

り
、
そ
れ
ら
を
ば
ら
ば
ら
に
鑑
賞
す
る
の
で
は
、
本
書
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
で
き

る
は
ず
が
な
い
。
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
一
五
段
か
ら
、
第
一
七
段

は
同
一
段
と
し
て
鑑
賞
し
な
く
て
は
、
き
れ
ぎ
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
第
一
七
段
と
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い
う
作
者
が
一
番
伝
え
た
い
部
分
が
強
調
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 
ま
た
、
序
段
、
第
一
二
段
〈
本
段
〉
と
の
関
連
深
い
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。 

 

五
、
結
論 

 

第
四
章
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。 

第
一
二
段
〈
本
段
〉
は
、『
徒
然
草
』
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
段
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
」
と
い
う
表

現
で
あ
る
。「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
マ
イ
ナ
ス
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
を
晴
ら

す
の
に
は
「
慰
め
」
が
必
要
と
な
る
。 

序
段
冒
頭
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
の
状
況
が
「
慰
め
」
ら
れ
る
こ
と
は
、

本
書
執
筆
時
の
、
作
者
の
願
い
で
あ
っ
た
。〈
本
段
〉
で
は
、
そ
の
前
提
が
、「
慰
め
」

ら
れ
る
は
ず
だ
と
、
も
っ
と
も
期
待
さ
れ
た
友
人
を
も
っ
て
し
て
も
か
な
え
ら
れ
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
序
段
の
作
者
の
執
筆
動
機
が

は
か
な
く
も
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
段
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
直
接
の
体
験
（
具
体
例
）
が
、
第
一
一
段
の
「
神
無
月
の

比
、
栗
栖
野
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
世
の
中
に
は
、
自
分
を
慰
め
る

も
の
は
な
い
と
、
経
験
に
よ
っ
て
気
が
付
い
た
一
段
な
の
で
あ
る
。 

第
一
段
か
ら
、
人
間
の
欲
望
を
次
か
ら
次
へ
と
連
想
的
に
と
り
あ
げ
、
戒
め
て
き

た
作
者
は
、
第
一
○
段
で
、「
家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の

宿
り
と
は
思
へ
ど
、
興
あ
る
も
の
な
れ
」
と
し
て
、
住
居
に
目
を
向
け
た
。
そ
の
段

中
に
、「
大
方
は
、
家
居
に
こ
そ
、
こ
と
ざ
ま
は
お
し
は
か
ら
る
れ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
第
一
一
段
は
、
そ
れ
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一

○
段
の
中
に
、「
前
栽
の
草
木
ま
で
心
の
ま
ま
な
ら
ず
作
り
な
せ
る
は
、
見
る
目
も
く

る
し
く
、
い
と
わ
び
し
」
と
「
わ
び
し
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
存
在
す
る
こ
と

も
注
目
さ
れ
る
。 

第
一
一
段
で
は
、「
神
無
月
の
比
、
栗
栖
野
」
を
過
ぎ
て
、「
心
細
く
す
み
な
し
た

る
庵
」
が
あ
っ
た
。
作
者
は
「
か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
と
、
あ
は
れ
に
」
見
た
の

だ
が
、
そ
れ
が
「
大
き
な
る
柑
子
の
木
」
が
「
ま
わ
り
を
き
び
し
く
囲
ひ
た
り
し
」

と
い
う
様
子
を
見
て
、「
少
し
こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
思
わ
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
絶
望
感
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
見
か
け
の
住
居
の

様
子
に
騙
さ
れ
た
「
失
望
感
・
幻
滅
感
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

第
一
二
段
は
、
そ
れ
を
受
け
て
の
発
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
具
体
的
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
、
文
章
を
引
き
上
げ
た
段

と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
随
筆
文
学
」
と
し
て
の
彼
の
、
『
徒
然
草
』
の
最
初
の
、
確

実
な
、
到
達
点
が
〈
本
段
〉
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
段
末
に
「
ま
め
や
か
の

心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
、
わ
び
し
き
や
」
と
あ
る

こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。
第
一
○
段
の
「
わ
び
し
」
が
こ
こ
に
も
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。「
わ
び
し
」
と
い
う
単
語
が
第
一
一
段
を
間

に
お
い
て
、
第
一
○
段
と
第
一
二
段
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
「
わ
び
し
」
と
い
う
用
例
は
、
本
書
中
、
六
例
し
か

使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
。
そ
こ
で
、
第
一
二
段
は
、

本
作
品
冒
頭
か
ら
続
く
流
れ
を
う
け
、
そ
こ
か
ら
発
想
さ
れ
、
記
述
さ
れ
た
も
の
と

位
置
付
け
た
い
の
で
あ
る
。 

通
説
の
ご
と
く
、
本
書
の
本
文
が
、
基
本
原
則
と
し
て
、
現
在
の
段
の
配
列
に
し
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た
が
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
二
段
〈
本
段
〉
の
価
値
は
、
現

在
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
続
く
第
一
三
段
は
、〈
本
段
〉
と
の
関
連
が
強
い
。
ま
さ
に
連
続
し
て
い
る
。

以
下
、
作
者
の
連
想
は
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
段
の
成
立
は
、冒
頭
か
ら
の
流
れ
を
受
け
、
様
々
な
欲
望
を
慎
む
姿
勢
の
中
で
、

も
っ
と
も
望
ま
れ
る
も
の
の
一
つ
、「
ま
め
や
か
の
心
の
友
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に

気
が
付
い
た
こ
と
に
よ
る
。「
た
だ
ひ
と
り
あ
る
こ
こ
ち
や
せ
ん
」
と
か
「
ま
め
や
か

の
心
の
友
に
は
、
は
る
か
に
へ
だ
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ
わ
び
し
き
や
」
と
表
現

さ
せ
た
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
「
失
望
感
」
と
い
っ
て
よ
い
か

と
思
わ
れ
る
。
最
後
の
頼
み
の
綱
の
友
人
に
も
見
放
さ
れ
、「
う
ら
な
く
い
ひ
慰
ま
ん

こ
そ
う
れ
し
か
る
べ
き
に
」「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
」
と
表
現
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
彼
の
心
の
動
揺
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、「
難
し
い
」
表
現
を
と
る
に
至
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日
記
的
な
具
体
的
な
内
容
で
は
な
く
、
随
筆
文
学
と

い
う
、
抽
象
的
な
、
よ
り
高
度
な
内
容
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
推
定
し
た
い
。 

さ
ら
に
、〈
本
段
〉
が
、
後
に
続
く
段
に
も
連
想
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
、
第
一
七
段
ま
で
続
く
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。
ま
た
、

そ
こ
か
ら
、
第
一
五
段
か
ら
第
一
七
段
は
一
段
と
と
ら
え
る
べ
き
で
、
三
段
に
分
け

る
こ
と
が
、
作
者
の
真
意
を
伝
え
る
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
検
証
さ
れ
た
。 

ま
と
め
と
し
て
、〈
本
段
〉、
す
な
は
ち
、
第
一
二
段
の
本
書
に
お
け
る
価
値
に
つ

い
て
、
非
常
に
重
要
な
段
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
あ
ら
た
に
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を

強
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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』
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川
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（
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成
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巻
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月
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（
4
）
『
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然
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究
と
講
説
』
桜
楓
社
・
佐
々
木
清
（
平
成
4
年
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月
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日
刊
） 

（
5
）
『
徒
然
草
の
鑑
賞
と
批
評
』
明
治
書
院
・
桑
原
博
史
（
昭
和
52
年
9
月
25
日
刊
） 

（
6
）『
諸
注
集
成
』
に
、「
現
代
風
な
知
的
理
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
無
理
で
は
あ
る

ま
い
か
。
問
題
語
の
『
は
か
な
き
こ
と
』『
つ
ゆ
た
が
は
ざ
ら
む
』『
げ
に
』『
争
ひ
に
く

み
』
『
さ
る
か
ら
さ
ぞ
』
『
げ
に
は
』
『
か
こ
つ
か
た
』
『
心
の
共
に
は
』
の
探
究
と
と
も

に
、
文
脈
の
呼
応
を
の
み
こ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
相
当
、
手
に
お
え
な
い
文
章

で
あ
る
。
な
お
後
考
を
待
つ
」
と
あ
る
。 

 
 

（
7
）

『
全
注
釈 

上
』
に
、
「
『
に
』
は
比
較
の
標
準
を
示
す
助
詞
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
し
て

み
て
、
下
の
『
は
る
か
に
隔
た
る
』
が
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。 

（
8
）「

『
徒
然
草
』
日
本
古
典
文
学
大
系
・
小
学
館
・
西
尾
実
」（
昭
和
46
年
8
月
10
日
刊
）

に
よ
る
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