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〇
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（
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〇
一
五
年
三
月
十
五
日
） 

 

『
徒
然
草
』 

―
第
三
八
段
の
研
究
― 
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（Essays in Idleness
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屋 
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H
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r
o
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T
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C
H
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要 

旨 

 

 

第
三
八
段
に
つ
い
て
は
、
紀
要
で
す
で
に
論
文
を
発
表
済
で
あ
る
。
そ
の
論
文
で
、
第
三
八
段
が
、『
徒
然
草
』
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
段
で
あ
る
こ

と
を
論
証
し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
論
証
の
正
し
さ
を
さ
ら
に
補
強
す
る
意
味
を
こ
め
て
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
が
、
ま
ず
は
評
価
語
に
注
目
す
る
。
「
評
価
語
」
と
は
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
を
中
心
と
し
た
、
本
来
感
情
語
で
あ
り
、
ま
た
感
情
よ
り
も
評

価
に
意
味
が
転
じ
て
い
る
語
を
示
す
。
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、『
徒
然
草
』
に
と
っ
て
本
段
は
、
俗
世
間
で
の
「
名
声
」
や
「
富
」
の
否
定
を
強
く
示
す
段
、
な

の
で
あ
る
。
そ
の
否
定
性
は
、
冒
頭
の
一
文
「
名
利
に
使
は
れ
て
、
閑
か
な
る
暇
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
愚
か
な
れ
」
の
「
愚
か
な
れ
」
で
、
ま
ず
示

さ
れ
る
。
こ
の
「
愚
か
」
は
本
書
中
に
31
例
存
在
す
る
が
、
第
三
八
段
に
は
、
７
例
が
出
現
し
て
い
る
。
全
体
の
４
分
の
１
ほ
ど
が
本
段
に
集
中
し
て
い
る
わ
け

で
、
こ
れ
は
容
易
に
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
数
字
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
段
の
「
愚
か
」
に
つ
い
て
、
そ
の
役
割
（
価
値
）
を
調
べ
、
論
じ
、

次
に
本
書
中
の
他
の
「
愚
か
」
に
つ
い
て
、
そ
の
役
割
を
調
べ
論
じ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
『
徒
然
草
』
全
体
の
「
愚
か
」
の
占
め
る
位
置
（
役
割
）
は
、
批
判
に

値
す
る
人
間
に
つ
い
て
、
「
愚
か
な
る
人
」
と
記
し
、
必
ず
そ
れ
に
対
す
る
「
よ
き
人
」
と
比
較
対
照
す
る
場
合
に
用
い
る
。
ま
た
人
生
に
か
か
わ
る
こ
と
、
多

く
は
「
無
常
」
に
つ
い
て
理
解
の
な
い
無
知
な
行
動
・
姿
勢
に
た
い
し
て
、
述
語
と
し
て
、「
愚
か
な
り
」
の
形
で
用
い
る
。
第
三
八
段
の
場
合
は
後
者
で
、「
無

常
」
に
つ
い
て
考
え
の
な
い
姿
勢
に
つ
い
て
「
愚
か
な
り
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
と
、
そ
の
役
割
（
価
値
）
を
結
論
づ
け
た
。 
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一 

全
文 

①
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
ず
か
な
る
暇
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
１
愚
な
れ
。 

②
財
多
け
れ
ば
身
を
守
る
に
ま
ど
し
。
害
を
か
ひ
、
累
を
招
く
媒
な
り
。
身
の
後
に

は
金
を
し
て
北
斗
を
さ
さ
ふ
と
も
、
人
の
た
め
に
ぞ
わ
づ
ら
は
る
べ
き
。
２
愚
か
な

る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
楽
し
み
、
ま
た
あ
ぢ
き
な
し
。
大
き
な
る
事
、
肥
え

た
る
馬
、
金
玉
の
飾
り
も
、
心
あ
ら
ん
人
は
、
う
た
て
３
愚
か
な
り
と
ぞ
見
る
べ
き
。

金
は
山
に
す
て
、
玉
は
淵
に
投
ぐ
べ
し
。
利
に
ま
ど
ふ
は
、
す
ぐ
れ
て
４
愚
か
な
る

人
な
り
。 

③
埋
も
れ
ぬ
名
を
長
き
世
に
残
さ
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
、
位
高
く
、

や
ん
事
な
き
を
し
も
、
す
ぐ
れ
た
る
人
と
や
は
い
ふ
べ
き
。
５
愚
か
に
つ
た
な
き
人

も
、
家
に
生
れ
時
に
あ
へ
ば
、
高
き
位
に
登
り
、
奢
り
を
極
む
る
も
あ
り
。
い
み
じ

か
り
し
賢
人
・
聖
人
、
み
づ
か
ら
賎
し
き
位
に
を
り
、
時
に
あ
は
ず
し
て
や
み
ぬ
る
、

ま
た
多
し
。
ひ
と
え
に
高
き
官
・
位
を
の
ぞ
む
も
、
６
次
に
愚
か
な
り
。 

④
智
恵
と
心
と
こ
そ
、
世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
残
さ
ま
ほ
し
き
を
、
つ
ら
つ
ら
思
へ

ば
、
誉
を
愛
す
る
は
、
人
の
聞
き
を
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
。
誉
む
る
人
。
そ
し
る
人
、
共

に
世
に
止
ま
ら
ず
、
伝
へ
聞
か
ん
人
、
ま
た
ま
た
す
み
や
か
に
去
る
べ
し
。
誰
を
か

恥
ぢ
、
誰
に
か
知
ら
れ
ん
事
を
願
は
ん
。
誉
は
ま
た
毀
の
本
な
り
。
身
の
後
の
名
、

残
り
て
さ
ら
に
益
な
し
。
是
を
願
ふ
も
、
７
次
に
愚
か
な
り
。 

⑤
た
だ
し
、
し
ひ
て
智
を
も
と
め
、
賢
を
願
ふ
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
智
恵
出
で
て

は
偽
あ
り
。
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
。
伝
へ
て
聞
き
、
学
び
て
知
る
は
、
誠

の
智
に
あ
ら
ず
。
い
か
な
る
を
か
智
と
い
ふ
べ
き
。
可
・
不
可
は
一
条
な
り
。
い
か

な
る
を
か
善
と
い
ふ
。
ま
こ
と
の
人
は
、
智
も
な
く
、
功
も
な
く
、
名
も
な
し
。
誰

か
知
り
、
誰
を
か
伝
へ
ん
。
こ
れ
、
得
を
隠
し
、
愚
を
守
る
に
は
あ
ら
ず
。
本
よ
り

賢
愚
・
得
失
の
境
に
を
ら
ざ
れ
ば
な
り
。 

⑥
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
、
か
く
の
ご
と
し
。
万
事
は
皆
非
な

り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。 

 

※
（
注
）
本
文
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
番
号
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。 

 

二 

経
緯 

 

第
三
八
段
に
は
か
な
り
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
中
、
も
っ
と
も
過

激
な
段
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
何
故
そ
れ
ほ
ど
過
激
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。そ
れ
に
か
か
わ
る
既
発
表
の
論
文
は
三
つ
あ
る
。 

１
、『
徒
然
草
』
研
究
の
序
章
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要 

第
四
十
集
） 

２
、『
徒
然
草
』
研
究
―
兼
好
の
思
想
の
由
来
―
（
本
学
文
学
部
紀
要 

第
四
十
二
号
） 

３
、『
徒
然
草
』
研
究
―
第
三
八
段
の
価
値
（
本
学
文
学
部
紀
要 

第
四
十
五
号
） 

 

以
上
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
骨
子
と
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お
く
。な
お
便
宜
上
、

１
を
「
04
紀
要
」
、
２
を
「
09
紀
要
」
、
３
を
「
10
紀
要
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

ま
ず
は
「
04
紀
要
」
か
ら
引
用
す
る
。 

 

「
第
三
一
段
か
ら
は
、
感
傷
に
ひ
た
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
か

ら
随
筆
家
、
兼
好
の
本
当
の
旅
立
ち
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。（
中

略
）
（
序
段
が
）
「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
と
、
自
分
を
見
つ
め
て
、

あ
る
開
き
直
り
の
境
地
を
表
し
て
い
る
と
み
れ
ば
、
や
は
り
従
来
の
学
説
通
り
、
第

三
〇
段
を
書
い
た
時
点
で
、
い
っ
た
ん
筆
を
置
き
、
し
ば
ら
く
の
時
間
を
隔
て
た
上

で
、
人
生
を
客
観
的
に
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
第
三
一
段
を
記
す
前
に
お
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か
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
」 

 
こ
れ
は
第
三
八
段
（
以
後
「
本
段
」
と
呼
ぶ
）
が
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
の
だ
が
、
第
三
一
段
か
ら
、
兼
好
の
（
随
筆
家
と
し
て
の
）
本
当
の
旅
立
ち
が

始
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
関
連
す
る
。 

 

次
に
「
09
紀
要
」
を
引
用
す
る
。 

 

「
第
三
○
段
は
ま
さ
に
人
生
に
絶
望
し
た
、
極
端
に
言
え
ば
、『
遺
書
』
と
も
い
え

る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
彼
は
い
っ
た
ん
死
に
、
そ
し
て
『
復
活
』
し
た
。
そ
の
原

動
力
は
何
か
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
が
『
徒
然
草
』
の
執
筆
を
中
断
し

て
い
た
間
に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
生
観
を
逆
転
さ
せ
る
ほ
ど
の
経
験
と

は
、
何
か
。
そ
れ
は
、
書
物
か
ら
、
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぞ
を
解
く
鍵
は
、

『
今
の
内
裏
』
（
第
三
三
段
）
か
ら
「
疎
き
人
」（
第
三
七
段
）
ま
で
の
五
段
に
わ
た

る
段
（
こ
れ
を
仮
に
『
復
活
』
へ
の
『
つ
な
ぎ
の
段
』
と
名
づ
け
て
お
く
）
を
経
て

記
さ
れ
る
、
第
三
八
段
で
あ
る
。
」 

 

後
に
「
10
紀
要
」
を
引
用
す
る
。 

 

「
こ
の
よ
う
に
『
09
紀
要
』
で
は
、
第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
を
一
部
か
ら
二
部

へ
の
『
つ
な
ぎ
の
巻
』
と
と
ら
え
、
第
三
八
段
を
、『
復
活
』
の
謎
を
解
く
段
だ
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
二
論
文
の
後
を
受
け
て
、『
徒
然
草
』
の
一
部
と

二
部
の
境
界
と
、
作
者
兼
好
の
根
底
に
存
在
す
る
思
考
の
変
遷
と
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
」 

 

「
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
第
三
八
段
で
あ
る
。
全
文
ほ
と
ん
ど
が
、
古
典
、
そ

れ
も
中
国
の
漢
籍
を
典
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
才
能
は
煩
悩
の
増

長
せ
る
な
り
。
』
は
出
典
が
な
く
、
兼
好
独
自
の
発
想
と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お
き

た
い
。
」 

 

「
第
三
一
段
か
ら
は
、
基
本
的
に
、
抽
象
的
な
、
無
名
の
人
間
の
意
見
を
と
り
あ

げ
、
「
を
か
し
」
「
よ
し
」
と
肯
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
本
作
品
の

意
義
だ
と
確
認
し
、
第
三
八
段
を
力
強
く
記
す
に
至
っ
た
。
兼
好
の
内
面
の
噴
出
で

あ
る
。
第
三
八
段
で
自
分
の
内
面
に
あ
ふ
れ
る
も
の
を
宣
言
し
、
自
分
の
人
生
観
が

固
ま
っ
た
以
上
、
怖
い
も
の
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
何
で
も
見
て
や
ろ
う
』『
何

で
も
書
い
て
や
ろ
う
』
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
『
何
で
も
』
は
、
兼
好
の

価
値
観
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
。」 

 

「
第
一
部
で
の
中
国
や
日
本
の
古
典
に
よ
り
か
か
る
、
懐
古
的
・
尚
古
的
な
、
消

極
的
な
兼
好
が
、
現
実
に
目
を
向
け
始
め
た
の
が
、
第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
ま
で

の
『
つ
な
ぎ
の
段
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
記
す
過
程
で
、
積
極
的
に
生
き
る

自
分
を
認
め
、
第
三
八
段
で
宣
言
、
そ
れ
を
活
か
し
て
第
二
部
は
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
形
の
上
で
の
第
二
部
の
始
ま
り
は
第
三
一
段
だ
と
し

て
も
、
本
当
の
意
味
で
の
、
内
面
的
で
の
、
第
二
部
の
出
発
は
、（
第
三
八
段
を
契
機

と
し
た
）
第
三
九
段
か
ら
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
に
か
く
第
三
八
段
は
、
本
作

品
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
段
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
か
な
く
て
は
い

け
な
い
の
で
あ
る
。
」 

 
三 
第
三
八
段
の
検
証 

 

本
段
の
過
激
さ
は
①
の
冒
頭
の
一
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 

「
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
暇
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
愚
な
れ
。」

に
よ
っ
て
名
誉
や
利
益
を
求
め
る
こ
と
に
あ
く
せ
く
し
て
、
平
静
な
時
を
も
つ
こ
と
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な
く
、
一
生
を
苦
し
ん
で
お
く
る
の
は
「
お
ろ
か
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
が

本
段
の
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
。 

 

全
体
的
に
み
る
と
、
冒
頭
の
テ
ー
マ
を
受
け
て
、
本
段
は
、
一
般
に
、
五
段
落
に

分
け
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
冒
頭
の
一
文
を
テ
ー
マ
と
み
て
、
独
立
し
た
一
段
落
と

見
る
ほ
う
が
構
成
と
し
て
は
自
然
で
あ
る
。
以
下
、
②
以
下
の
各
段
落
の
冒
頭
部
分

と
末
尾
部
分
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
段
の
構
造
を
簡
略
に
示
し
て
み
る
。 

①
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
暇
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
愚
な
れ
。 

②
財
多
け
れ
ば
身
を
守
る
に
ま
ど
し
。
～
利
に
惑
ふ
は
、
す
ぐ
れ
て
愚
か
な
る
人
な
り
。 

③
埋
も
れ
ぬ
名
を
長
き
世
に
残
さ
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
、
～
ひ
と
へ

に
高
き
官
・
位
を
の
ぞ
む
も
、
次
に
愚
か
な
り
。 

④
智
恵
と
心
と
こ
そ
、
世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
残
さ
ま
ほ
し
き
を
、
つ
ら
つ
ら
思
へ

ば
、
誉
を
愛
す
る
は
人
の
聞
き
を
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
。
～
是
を
願
ふ
も
、
次
に
愚
か
な
り
。 

⑤
た
だ
し
、
し
ひ
て
智
を
も
と
め
、
賢
を
願
ふ
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
智
恵
出
で
て

は
偽
あ
り
、
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
。
～
本
よ
り
賢
愚
得
失
の
境
に
を
ら
ざ

れ
ば
な
り
。 

⑥
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
、
か
く
の
ご
と
し
。
万
事
は
皆
非
な

り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。 

※
（
注
）
冒
頭
①
と
、

後
の
段
落
⑥
の
み
全
文
を
あ
げ
た
。 

全
体
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
①
（
第
一
段
落
）
が
、
テ
ー
マ
で
、
「
名
（
名

誉
）
利
（
富
貴
）
」
を
求
め
る
人
間
は
「
お
ろ
か
」
だ
と
、
述
べ
、
以
下
そ
の

方
向
で
記
述
が
進
め
ら
れ
る
。 

②
は
、「
利
」
を
求
め
て
あ
く
せ
く
す
る
の
は
、
一
番
「
お
ろ
か
」
だ
と
ま
と
め
る
。 

 

③
は
「
名
」
を
求
め
る
の
は
、
（「
利
」
を
求
め
る
）
次
に
「
お
ろ
か
」
だ
と
ま
と

め
る
。
つ
ま
り
、
①
と
、
②
③
は
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
同
じ
「
お
ろ
か
」

で
も
、
利
を
求
め
る
「
お
ろ
か
」
さ
が
、
名
を
求
め
る
「
お
ろ
か
」
さ
に
、「
お
ろ
か
」

と
い
う
点
で
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。 

 

④
は
、
さ
ら
に
「
智
恵
と
心
」
を
求
め
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
テ
ー
マ
は
、
②
で
、

ま
ず
「
利
」
を
求
め
る
こ
と
を
否
定
し
、
次
に
③
で
「
名
」
を
求
め
る
こ
と
を
否
定

し
、
④
で
、「
利
」
と
「
名
」
の
否
定
を
う
け
、
さ
ら
に
発
展
し
て
「
智
恵
と
心
」
を

否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
否
定
は
「
お
ろ
か
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、

「
お
ろ
か
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
兼
好
の
、
人
間
の
（
行
為
の
）
判
断
に
「
お

ろ
か
」
と
い
う
言
葉
が
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

⑤
は
、「
た
だ
し
」
で
始
ま
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
第
三
段
落
ま
で
の
補
足
に
あ
た

る
。
と
く
に
、
④
の
「
智
恵
と
心
」
の
否
定
に
つ
き
、
中
国
思
想
を
背
景
に
記
述
し

て
い
る
。 

 

⑥
は
、
本
段
の
ま
と
め
に
あ
た
る
。
結
局
冒
頭
の
一
文
を
受
け
た
流
れ
の
結
論
に

あ
た
る
の
は
、
「
万
事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
、
本
段
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。 

 

問
題
点
は
、
お
そ
ら
く
数
え
上
げ
た
ら
き
り
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
と
く
に

問
題
（
疑
問
）
と
感
じ
ら
れ
る
点
を
あ
げ
て
お
く
。 

 

①
～
③
ま
で
は
わ
か
り
や
す
い
構
成
で
あ
り
、
構
造
的
に
は
、
と
く
に
疑
問
を
持

つ
こ
と
は
な
い
。 

 

①
主
題
（
名
と
利
の
否
定
）
→
②
利
の
否
定
→
③
名
の
否
定
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
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そ
れ
が
④
で
一
転
す
る
。
起
承
転
結
、
と
い
う
構
成
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
「
転
」

に
あ
た
る
。 

第
一
の
問
題
点
は
、
④
の
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
主
題
（
テ
ー
マ
）
か
ら
発
展
し

て
、
結
論
に
あ
た
る
部
分
が
う
ま
く
照
応
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
例
は
、
本
書
に
お

い
て
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
と

あ
る
ご
と
く
、
兼
好
の
本
領
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
題
か
ら
は
ず
れ

て
行
く
、
よ
く
言
え
ば
「
連
想
の
発
展
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
兼
好
の
思
考
の
本
質
が

あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
の
問
題
点
は
、
⑥
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名

利
の
要
を
求
む
る
に
、
か
く
の
ご
と
し
。」
の
「
か
く
の
ご
と
し
」
と
は
何
を
さ
す
の

か
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、「
万
事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。」

は
結
論
か
ど
う
か
の
確
認
と
い
う
こ
と
。 

第
三
の
問
題
点
は
、
「
お
ろ
か
」
と
い
う
語
の
多
用
で
あ
る
。「
お
ろ
か
」
は
、
本

書
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
（
価
値
）
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
お
ろ
か
」
の
本
書
中
の
用
例
は
全
部
で
31
例
、
本
段
に
は
そ
の
う
ち
、

７
例
が
存
在
す
る
。
４
分
の
１
近
く
が
存
在
す
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
重
要
視
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
「
お
ろ
か
」
と
関
わ
る
語
と
し
て
、
同
類
の
も
の
（
マ
イ
ナ
ス
的
な

も
の
）
は
、「
ま
ど
し
」「
わ
づ
ら
ふ
」「
あ
ぢ
き
な
し
」「
ま
ど
ふ
」「
つ
た
な
し
」「
そ

し
る
」
「
や
く
（
益
）
な
し
」
「
ぐ
（
愚
）」
「
ま
よ
ふ
」
な
ど
で
あ
り
、
反
対
の
も
の

（
プ
ラ
ス
的
な
も
の
）
は
、「
あ
ら
ま
ほ
し
」「
ほ
ま
れ
」「
ほ
む
」「
け
ん
（
賢
）
」
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
名
利
」
「
智
恵
と
心
」
が
関
わ
っ
て
く
る
。 

以
上
の
疑
問
点
を
、
関
連
さ
せ
て
、
読
み
解
き
、
解
明
す
る
こ
と
で
、
第
三
八
段

の
本
書
中
で
の
重
要
性
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
を
も
っ
て
、

さ
ら
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 四 

④
に
つ
い
て 

 

こ
こ
で
、
唐
突
に
「
智
恵
と
心
」
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
が
、
兼
好
の
思
考
回

路
に
し
て
み
れ
ば
、
唐
突
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
他
者
に
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、

本
人
に
は
本
人
の
考
え
方
が
あ
る
も
の
だ
。
そ
れ
を
い
さ
さ
か
論
じ
て
み
た
い
。
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
な
の
だ
が
、
第
一
段
と
の
関
連
が
深
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
第
一
段
に
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。 

 

「
し
な
・
か
た
ち
こ
そ
生
れ
つ
き
た
ら
め
、
心
は
な
ど
か
、
賢
き
よ
り
賢
き
に
も

移
さ
ば
移
ら
ざ
ら
ん
。
か
た
ち
・
心
ざ
ま
よ
き
人
も
、
才
な
く
成
り
ぬ
れ
ば
、
し
な

く
だ
り
、
顔
憎
さ
げ
な
る
人
に
も
立
ち
ま
じ
り
て
、
か
け
ず
け
お
さ
る
る
こ
そ
、
本

意
な
き
わ
ざ
な
れ
。
」 

 

第
一
段
の
冒
頭
の
一
文
は
「
い
で
や
、
こ
の
世
に
生
れ
て
は
、
願
は
し
か
る
べ
き

事
こ
そ
多
か
め
れ
。
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
序
段
で
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
書
き

出
さ
れ
た
本
書
が
、
ま
ず
取
り
上
げ
た
の
が
人
間
の
願
望
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。

前
述
引
用
部
分
の
前
に
は
、「
人
間
は
容
姿
が
望
ま
し
い
が
、
教
養
の
な
さ
が
見
え
た

ら
、
い
く
ら
容
姿
が
す
ぐ
れ
て
い
て
も
艶
消
し
だ
」
と
い
っ
た
内
容
の
表
現
が
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
「
心
」
は
賢
く
で
き
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
「
才
」
と

な
り
、「
才
」
が
あ
れ
ば
、
身
分
に
も
容
姿
に
も
劣
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
決
し
て
彼

ら
に
は
劣
ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
勝
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
兼
好

の
主
張
で
あ
っ
た
。 
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④
に
は
「
残
さ
ま
ほ
し
き
」
「
誉
を
愛
す
る
」「
誰
を
か
恥
ぢ
、
誰
に
か
知
ら
れ
ん

事
を
願
は
ん
」
「
是
を
願
ふ
も
、
次
に
愚
か
な
り
。
」
と
人
間
の
願
望
に
関
わ
る
言
葉

が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
④
に
か
ぎ
る
わ
け
で
は
な
く
、
種
を
あ

か
せ
ば
、
本
段
冒
頭
の
「
名
利
」
の
否
定
か
ら
し
て
、
第
一
段
の
否
定
の
趣
旨
を
大

い
に
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
第
一
段
を
否
定
す
る
こ
と
が
本
段
の
目
的
だ
か

ら
で
あ
る
と
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。 

 

だ
か
ら
「
智
恵
と
心
」
の
突
然
の
出
現
は
兼
好
に
と
っ
て
何
も
唐
突
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
つ
ら
つ
ら
思
へ
ば
」
の
「
つ
ら
つ
ら
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
何
か
。

そ
れ
は
、
以
前
、
第
一
段
を
記
し
た
時
に
は
「
名
利
」
に
続
き
、「
智
恵
と
心
」
を
肯

定
的
に
と
ら
え
て
い
た
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
（
つ
ら
つ
ら
思
へ
ば
）、
そ
れ

は
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
そ
の
後
の
「
ほ
む
る
人
、
そ
し
る
人
、
と
も
に
世
に
と
ど
ま
ら
ず
、
伝
へ
聞

か
ん
人
、
又
又
す
み
や
か
に
去
る
べ
し
。」
は
、
ま
さ
に
第
三
○
段
の
「
人
の
な
き
あ

と
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し
」
の
内
容
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

若
き
こ
ろ
の
第
一
段
を
記
し
た
兼
好
は
、
願
望
の
多
い
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

世
の
中
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、次
第
に
否
定
さ
れ
、
親
し
い
人
と
の
別
れ
な
ど
、

人
生
に
失
望
し
て
記
し
た
の
が
、
第
三
○
段
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
好
は
そ
こ
で
い
っ

た
ん
筆
を
お
く
。
そ
し
て
第
三
一
段
か
ら
ま
た
、
心
を
入
れ
替
え
て
、
人
生
と
む
き

あ
う
よ
う
に
な
る
。
人
生
に
は
一
時
的
に
失
望
し
た
が
、
見
方
を
変
え
て
み
れ
ば
、

ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
第
三
一
段
か
ら
、
第
三
七
段
で

あ
っ
た
。
す
で
に
、
こ
れ
は
、
兼
好
の
、
第
三
八
段
か
ら
「
復
活
」
を
と
げ
る
、「
つ

な
ぎ
の
段
」
と
位
置
づ
け
て
お
い
た
。 

 

五 

⑥
に
つ
い
て 

 

⑥
の
冒
頭「
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
、
か
く
の
ご
と
し
。」
は
、

⑤
の
「
た
だ
し
」
以
下
の
、
補
足
部
分
、
つ
ま
り
「
名
利
」
に
加
え
て
「
智
恵
と
心
」

を
否
定
し
た
が
、
そ
れ
で
も
「
智
を
も
と
め
、
賢
を
願
ふ
人
」
に
つ
い
て
、
直
接
的

に
は
、
「
智
恵
出
で
て
は
偽
あ
り
、
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
。
」
を
指
す
も
の

で
あ
り
、
間
接
的
に
は
、
冒
頭
の
「
名
利
」
の
「
名
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

老
子
や
仏
典
を
背
景
と
し
て
、
「
か
く
の
ご
と
し
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

「
万
事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。
」
は
⑤
の
「
可
・
不
可

は
一
条
な
り
。
い
か
な
る
を
か
善
と
い
ふ
。
ま
こ
と
の
人
は
智
も
な
く
、
徳
も
な
く
、

功
も
な
く
、
名
も
な
し
。
」
を
受
け
て
い
る
。 

 

結
局
、
①
に
始
ま
っ
た
本
段
の
意
図
は
、
第
一
段
に
始
ま
る
、
若
き
日
の
兼
好
の
、

人
生
へ
の
願
望
の
否
定
で
あ
り
、「
智
恵
と
心
」
で
す
ら
、
否
定
の
対
象
で
あ
り
、「
万

事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。」
と
、
ま
と
め
ら
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て

後
の
一
文
を
結
論
と
認
定
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
段
の
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。 

①
テ
ー
マ
（
「
名
利
」
の
否
定
）
→
②
「
利
」
の
否
定
→
③
「
名
」
の
否
定
→
④
「
智

恵
と
心
」
の
否
定
→
⑤
「
智
」
と
「
賢
」
の
否
定
（
④
の
繰
り
返
し
）
→
⑥
結
論
（
新

境
地
）
（
万
事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら
ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
） 

 

こ
れ
に
よ
り
、
第
三
八
段
が
、
兼
好
の
新
た
な
る
旅
立
ち
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
確

信
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。 
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六 

本
段
の
「
お
ろ
か
」
に
つ
い
て 

 
第
三
の
問
題
点
は
、
本
段
に
お
け
る
「
お
ろ
か
」
の
価
値
で
あ
る
。
ま
ず
は
本
段

の
「
お
ろ
か
」
に
つ
い
て
追
及
し
て
み
た
い
。」 

１
、
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
愚
か

な
れ
。 

２
、
愚
か
な
る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
楽
し
み
、
ま
た
あ
ぢ
き
な
し
。 

３
、
大
き
な
る
車
、
肥
え
た
る
馬
、
金
玉
の
か
ざ
り
も
、
心
あ
ら
ん
人
は
う
た
て
愚

か
な
り
と
ぞ
見
る
べ
き 

４
、
利
に
惑
ふ
は
、
す
ぐ
れ
て
愚
か
な
る
人
な
り
。 

５
、
愚
か
に
つ
た
な
き
人
も
、
家
に
生
れ
、
時
に
あ
へ
ば
高
き
位
に
の
ぼ
り
、
お
ご

り
を
極
む
る
も
あ
り
。 

６
、
ひ
と
へ
に
高
き
官
・
位
を
の
ぞ
む
も
、
次
に
愚
か
な
り
。 

７
、
身
の
後
の
名
、
残
り
て
さ
ら
に
益
な
し
。
是
を
願
ふ
も
、
次
に
愚
か
な
り
。 

 

以
上
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
段
で
の
「
価
値
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。 

 

１
は
、「
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
」
こ

と
を
係
助
詞
「
こ
そ
」
で
強
調
し
て
、「
愚
か
な
れ
」
と
評
価
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
一
文
は
冒
頭
に
お
か
れ
、
適
当
な
長
さ
で
あ
り
、「
こ
そ
」
で
強
調
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
体
の
方
向
性
を
示
す
、
主
題
や
、
も
し
く
は
提
言
と
も
言
え
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
名
誉
や
利
益
に
振
り
回
さ
れ
て
、
一
生
を
苦
し
む

こ
と
を
「
お
ろ
か
」
で
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

２
は
、
「
愚
か
な
る
人
」
で
あ
る
の
で
、
評
価
が
明
確
で
は
な
い
が
、「
愚
か
な
る

人
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
楽
し
み
」
に
つ
い
て
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
評
価
語
を
用

い
て
い
る
点
に
は
注
目
し
た
い
。 

 

３
は
、「
心
あ
ら
ん
人
」
が
、「
愚
か
な
る
人
」
の
「
大
き
な
る
車
、
肥
え
た
る
馬
、

金
玉
の
か
ざ
り
」
を
好
む
こ
と
に
つ
い
て
「
愚
か
な
り
」
と
評
価
し
て
い
る
。「
愚
か

な
る
人
」
の
対
照
的
な
存
在
が
「
心
あ
ら
ん
人
」
で
あ
る
点
に
は
注
目
し
た
い
。 

 

４
は
、
「
利
に
惑
ふ
」
人
に
つ
い
て
、
「
す
ぐ
れ
て
愚
か
な
る
」
人
、
と
評
価
し
て

い
る
。
「
す
ぐ
れ
て
」
と
い
う
修
飾
語
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
も
っ
と
も
「
お
ろ
か
」

な
の
は
「
利
」
を
も
と
め
る
こ
と
と
、
兼
好
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

５
は
、
「
愚
か
に
つ
た
な
き
人
」
と
あ
る
の
で
、
評
価
が
明
確
で
は
な
い
が
、
「
つ

た
な
し
」
と
い
う
評
価
語
に
連
接
し
て
い
る
点
に
は
注
目
し
た
い
。「
お
ろ
か
」
と
「
つ

た
な
し
」
を
関
連
語
と
し
て
兼
好
が
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
表
現
は
、
直
前
の
「
位
高
く
、
や
ん
ご
と
な
き
」
と
対
照
的
で
あ
る
点
に

も
注
目
し
た
い
。 

 

６
は
、
「
ひ
と
へ
に
高
き
官
・
位
を
の
ぞ
む
」
こ
と
に
つ
い
て
「
次
に
愚
か
な
り
」

と
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
利
」
の
次
に
「
お
ろ
か
」
な
の
が
、「
名
」
で
あ
る
と

い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。 

 

７
は
、「
智
恵
と
心
」
を
求
め
る
こ
と
が
「
次
に
愚
か
な
り
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
お
ろ
か
」
の
中
で
は
も
っ
と
も
「
お
ろ
か
」
さ
が
低
い
と
い
う
位
置
づ
け
で

あ
る
。 

 

七 

他
の
段
の
「
お
ろ
か
」
に
つ
い
て 

８
、
人
の
心
は
お
ろ
か
な
る
物
か
な
。
匂
ひ
な
ど
は
か
り
の
も
の
な
る
に
、
し
ば
ら
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く
衣
裳
に
薫
物
す
と
知
り
な
が
ら
、
え
な
ら
ぬ
匂
ひ
に
は
、
必
ず
心
と
き
め
き
す

る
も
の
な
り
。
（
第
八
段
） 

９
、
た
だ
、
か
の
ま
ど
ひ
の
ひ
と
つ
や
め
が
た
き
の
み
ぞ
、
老
い
た
る
も
若
き
も
、

智
あ
る
も
愚
か
な
る
も
、
か
は
る
所
な
し
と
み
ゆ
る
。
（
第
九
段
） 

10
、
我
等
が
生
死
の
到
来
、
た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
。
そ
れ
を
忘
れ
て
物
見
て
日
を

暮
ら
す
、
愚
か
な
る
事
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を
（
第
四
一
段
） 

11
、
（
10
を
受
け
て
）
前
な
る
人
ど
も
、
「
誠
に
さ
に
こ
そ
ひ
け
れ
。
尤
も
愚
か
に

候
」
（
第
四
一
段
） 

12
、
愚
か
な
る
人
は
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し
ぶ
。
常
住
な
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
て
、
変
化

の
理
を
知
ら
ね
ば
な
り
。
（
第
七
四
段
） 

13
、
さ
れ
ど
、
お
ろ
か
な
る
お
の
れ
が
道
よ
り
は
、
な
ほ
人
に
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ
べ
し
。

（
第
八
○
段
） 

14
、
お
の
れ
す
な
ほ
な
ら
ね
ど
、
人
の
賢
を
見
て
う
ら
や
む
は
尋
常
な
り
。
至
り
て

愚
か
な
る
人
は
、
た
ま
た
ま
賢
な
る
人
を
見
て
、
是
を
憎
む
。（
第
八
五
段
） 

15
、
そ
の
日
言
ひ
た
り
し
こ
と
、
し
た
り
し
こ
と
、
か
な
は
ず
、
得
た
り
し
物
は
失

ひ
つ
、
企
て
た
り
し
事
な
ら
ず
と
言
ふ
、
愚
か
な
り
。
（
第
九
一
段
） 

16
、
わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
ひ
と
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。

（
第
九
二
段
） 

17
、
存
命
の
喜
び
、
日
々
に
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や
。
愚
か
な
る
人
、
こ
の
楽
し
び
を
忘

れ
て
、
い
た
づ
が
は
し
く
外
の
楽
し
び
を
求
め
、
こ
の
財
を
忘
れ
て
、
危
ふ
く
他

の
財
を
む
さ
ぼ
る
に
は
、
志
、
満
つ
事
な
し
。（
第
九
三
段
） 

18
、
寸
陰
惜
し
む
人
な
し
。
こ
れ
よ
く
知
れ
る
か
、
愚
か
な
る
か
。（
第
一
○
八
段
） 

19
、
愚
か
に
し
て
怠
る
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
一
銭
軽
し
と
い
へ
ど
も
、
是
を
か
さ

ぬ
れ
ば
、
貧
し
き
人
を
富
め
る
人
と
な
す
。
（
第
一
○
八
段
） 

20
、
そ
の
余
り
の
暇
幾
ば
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
、
無
益
の
事
を
な
し
、
無
益
の
事
を
言

ひ
、
無
益
の
事
を
思
惟
し
て
時
を
移
す
の
み
な
ら
ず
、
日
を
消
し
、
月
を
亙
り
て
、

一
生
を
送
る
、
尤
も
愚
か
な
り
。
（
第
一
○
八
段
） 

21
、
唐
土
船
の
た
や
す
か
ら
ぬ
道
に
、
無
用
の
物
ど
も
の
み
取
り
積
み
て
、
所
狭
く

渡
し
も
て
来
る
、
い
と
愚
か
な
り
。（
第
一
二
○
段
） 

22
、
詩
歌
に
た
く
み
に
、
糸
竹
に
妙
な
る
は
、
幽
玄
の
道
、
君
臣
こ
れ
を
重
く
す
と

い
へ
ど
も
、
今
の
世
に
は
こ
れ
を
も
ち
て
余
を
治
む
る
事
、
漸
く
愚
か
な
る
に
似

た
り
。
（
第
一
二
二
段
） 

23
、
無
益
の
事
を
な
し
て
時
を
移
す
を
、
愚
か
な
る
人
と
も
、
僻
事
す
る
人
と
も
言

ふ
べ
し
。
（
第
一
二
三
段
） 

 

24
、
か
た
ち
み
に
く
け
れ
ど
も
知
ら
ず
、
心
の
愚
か
な
る
を
も
知
ら
ず
、
（
第
一
三

四
段
） 

25
、
行
ひ
お
ろ
か
な
り
と
知
ら
ば
、
な
ん
ぞ
玆
を
念
ふ
こ
と
玆
に
あ
ら
ざ
る
。
（
第

一
三
四
段
） 

26
、
愚
か
な
る
人
は
、
あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
つ
け
、
言
ひ
し
言
葉
も
、
ふ
る

ま
ひ
も
、
お
の
れ
が
好
む
か
た
に
ほ
め
な
す
こ
そ
、
（
第
一
四
三
段
） 

27
、
風
に
あ
た
り
、
湿
に
ふ
し
て
病
を
神
霊
に
訴
ふ
る
は
、
愚
か
な
る
人
な
り
。（
第

一
七
一
段
） 

28
、
愚
か
な
る
人
と
い
ふ
と
も
、
賢
き
犬
の
心
に
劣
ら
ん
や
。
（
第
一
七
四
段
） 

29
、
芸
能
・
所
作
の
み
に
あ
ら
ず
、
大
方
の
ふ
る
ま
ひ
・
心
づ
か
ひ
も
、
愚
か
に
し
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て
慎
め
る
は
得
の
本
な
り
。（
第
一
八
七
段
） 

30
、
か
し
こ
き
人
の
、
こ
の
芸
に
お
ろ
か
な
る
を
見
て
、
己
が
智
に
及
ば
ず
と
定
め

て
、
（
第
一
九
三
段
） 

31
、
万
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
。
愚
か
な
る
人
は
、
深
く
も
の
を
頼
む
ゆ
ゑ
に
、
恨

み
怒
る
事
あ
り
。
（
第
二
一
一
段
） 

 

以
上
の
例
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
。
ま
ず
８
か
ら
。 

８
、
人
の
心
は
お
ろ
か
な
る
物
か
な
。
匂
ひ
な
ど
は
か
り
の
も
の
な
る
に
、
し
ば
ら

く
衣
裳
に
薫
物
す
と
知
り
な
が
ら
、
え
な
ら
ぬ
匂
ひ
に
は
、
必
ず
心
と
き
め
き
す

る
も
の
な
り
。
（
第
八
段
） 

 

こ
の
場
合
、「
人
の
心
」
と
は
「
男
心
」
で
あ
る
。
そ
の
男
心
と
は
、
女
の
薫
物
の

か
お
り
に
「
必
ず
心
と
き
め
き
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
女
色
に
迷
う
男
性
を
「
お
ろ

か
」
と
評
価
し
て
い
る
。 

 

９
、
た
だ
、
か
の
ま
ど
ひ
の
ひ
と
つ
や
め
が
た
き
の
み
ぞ
、
老
い
た
る
も
若
き
も
、

智
あ
る
も
愚
か
な
る
も
、
か
は
る
所
な
し
と
み
ゆ
る
。
（
第
九
段
） 

 

「
ま
ど
ひ
」
と
は
、
女
色
に
よ
る
「
ま
ど
ひ
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
（
と

く
に
男
性
）
は
皆
同
じ
だ
、
と
い
う
考
え
で
、「
智
あ
る
（
男
性
）」
も
「
愚
か
な

る
（
男
性
）」
も
同
じ
だ
と
い
う
考
え
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
お
ろ
か
」
と
対

照
的
な
言
葉
が
「
智
」
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

10
、
我
等
が
生
死
の
到
来
、
た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
。
そ
れ
を
忘
れ
て
物
見
て
日
を

暮
ら
す
、
愚
か
な
る
事
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を
（
第
四
一
段
） 

 

い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
の
に
、「
競
馬
」
な
ど
を
み
て
一
日
を
す
ご
す
こ
と
に
つ

い
て
、
「
お
ろ
か
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
無
常
（
死
）
」
と
関
連
す
る
。 

 

11
、
（
10
を
受
け
て
）
前
な
る
人
ど
も
、
「
誠
に
さ
に
こ
そ
ひ
け
れ
。
尤
も
愚
か
に

候
」
（
第
四
一
段
） 

 

こ
れ
は
前
例
を
受
け
て
い
る
。
作
者
に
前
記
10
を
言
わ
れ
た
人
々
が
そ
の
と
お
り

と
納
得
し
て
「
お
ろ
か
」
と
考
え
た
も
の
。
も
ち
ろ
ん
「
無
常
（
死
）
」
と
関
連
す
る
。 

 

12
、
愚
か
な
る
人
は
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し
ぶ
。
常
住
な
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
て
、
変
化

の
理
を
知
ら
ね
ば
な
り
。
（
第
七
四
段
） 

 

「
こ
れ
を
」
の
「
こ
れ
」
は
「
老
い
」
と
「
死
」
を
指
し
て
い
る
。「
老
い
と
死
」

は
人
間
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
存
在
す
る
も
の
な
の
に
、
そ
れ
を
わ
か
ら
ず
、

悲
し
む
こ
と
に
つ
い
て
「
お
ろ
か
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
も
「
無
常
（
死
）
」

と
関
連
す
る
。
「
常
住
」
は
「
無
常
」
と
対
照
的
な
言
葉
で
あ
る
。 

 

13
、
さ
れ
ど
、
お
ろ
か
な
る
お
の
れ
が
道
よ
り
は
、
な
ほ
人
に
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ
べ
し
。

（
第
八
○
段
） 

 
「
お
の
れ
が
道
」
と
は
僧
侶
な
ら
「
仏
道
」
、
武
士
な
ら
「
武
士
道
」
の
こ
と
を
さ

す
。
そ
の
本
分
を
さ
て
お
い
て
、
僧
侶
が
武
士
道
に
、
武
士
が
仏
道
に
興
味
を
抱
い

た
り
す
る
こ
と
を
、「
人
に
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ
べ
し
」
と
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
段
の
冒

頭
は
「
人
ご
と
に
、
我
が
身
に
う
と
き
事
を
の
み
ぞ
好
め
る
。
」
と
あ
り
、「
お
ろ
か
」
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は
「
う
と
し
」
と
の
関
連
語
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

14
、
お
の
れ
す
な
ほ
な
ら
ね
ど
、
人
の
賢
を
見
て
う
ら
や
む
は
尋
常
な
り
。
至
り
て

愚
か
な
る
人
は
、
た
ま
た
ま
賢
な
る
人
を
見
て
、
是
を
憎
む
。（
第
八
五
段
） 

 

「
人
の
賢
を
見
て
う
ら
や
む
」
の
は
「
尋
常
」
で
あ
る
が
、「
至
り
て
愚
か
な
る
人
」

は
、
そ
れ
を
「
憎
む
」
と
考
え
る
。
「
う
ら
や
む
」
よ
り
は
「
憎
む
」
ほ
う
が
強

く
、
ま
た
、「
う
ら
や
む
」
の
は
「
尋
常
」
だ
が
、
「
憎
む
」
の
は
「
至
り
て
愚
か

な
る
人
」
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
賢
」
が
対
照
的
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。 

 

15
、
そ
の
日
言
ひ
た
り
し
こ
と
、
し
た
り
し
こ
と
、
か
な
は
ず
、
得
た
り
し
物
は
失

ひ
つ
、
企
て
た
り
し
事
な
ら
ず
と
言
ふ
、
愚
か
な
り
。
（
第
九
一
段
） 

 

「
そ
の
日
」
と
は
「
赤
舌
日
」（
万
事
に
凶
で
あ
る
日
）
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
、「
迷

信
」
と
言
い
切
り
、
そ
れ
を
信
じ
る
人
を
「
お
ろ
か
」
と
断
定
す
る
。
こ
の
後
に

「
無
常
変
易
の
境
、
有
り
と
見
る
も
の
も
存
せ
ず
、
始
め
あ
る
事
も
終
り
な
し
。

志
は
遂
げ
ず
、
望
み
は
絶
え
ず
。
人
の
心
不
定
な
り
。
物
皆
幻
化
な
り
。
何
事
か

暫
く
も
住
す
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
無
常
」
と
「
不
定
」
が
出
て
く
る
よ
う

に
、
こ
の
「
お
ろ
か
」
も
「
無
常
」
と
関
連
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
段
末
で
は
「
吉

凶
は
人
に
よ
り
て
、
日
に
よ
ら
ず
。」
と
迷
信
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。 

 

16
、
わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
ひ
と
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。

（
第
九
二
段
） 

 

矢
を
射
る
時
に
、「
師
の
前
」
で
は
一
本
も
「
お
ろ
か
に
」
し
よ
う
と
思
う
わ
け
が

な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
場
合
、「
お
ろ
か
」
は
「
い
い
加
減
」
の
意
味
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。 

 

17
、
存
命
の
喜
び
、
日
々
に
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や
。
愚
か
な
る
人
、
こ
の
楽
し
び
を
忘

れ
て
、
い
た
づ
が
は
し
く
外
の
楽
し
び
を
求
め
、
こ
の
財
を
忘
れ
て
、
危
ふ
く
他

の
財
を
む
さ
ぼ
る
に
は
、
志
、
満
つ
事
な
し
。（
第
九
三
段
） 

 

こ
の
部
分
の
直
前
に
は
「
人
、
死
を
憎
ま
ば
、
生
を
愛
す
べ
し
。」
と
あ
る
。
ま
た 

後
に
は
「
人
皆
生
を
楽
し
ま
ざ
る
は
、
死
を
恐
れ
ざ
る
故
な
り
。」
な
ど
と
記
さ
れ
て 

い
る
。
こ
こ
の
「
お
ろ
か
」
も
「
無
常
（
死
）」
と
関
連
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

18
、
寸
陰
惜
し
む
人
な
し
。
こ
れ
よ
く
知
れ
る
か
、
愚
か
な
る
か
。（
第
一
○
八
段
） 

 

「
寸
陰
」
と
は
短
い
時
間
で
あ
る
。
短
い
時
間
を
惜
し
む
人
は
い
な
い
が
、
そ
れ

は
物
事
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
人
な
の
か
、
わ
か
っ
て
い
な
い
人
な
の
か
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
「
お
ろ
か
」
の
対
照
と
し
て
「
知
れ
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
後
に
、

「
刹
那
覚
え
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
運
び
て
や
ま
ざ
れ
ば
、
命
を
終
ふ
る
期
、
忽

ち
に
至
る
。」
と
あ
る
。「
刹
那
」
は
「
寸
陰
」
と
同
じ
意
。
短
い
時
間
も
重
な
れ
ば
、

あ
っ
と
い
う
間
に
死
に
至
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
「
道
人
は
、
遠

く
日
月
を
惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
今
の
一
念
、
む
な
し
く
過
ぐ
る
事
を
惜
し
む
べ

し
。
」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
愚
か
な
る
」
の
対
極
に
「
道
人
」
が
あ
り
、
こ
れ
も
「
無

常
」
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。 
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19
、
愚
か
に
し
て
怠
る
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
一
銭
軽
し
と
い
へ
ど
も
、
是
を
か
さ

ぬ
れ
ば
、
貧
し
き
人
を
富
め
る
人
と
な
す
。
（
第
一
○
八
段
） 

 

18
と
同
一
段
で
あ
る
。
18
の
直
後
に
存
在
す
る
一
文
で
あ
る
。「
一
円
を
笑
う
も 

の
は
一
円
に
泣
く
」
の
類
。「
一
瞬
を
怠
る
者
は
、
一
瞬
に
泣
く
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ 

か
。
こ
こ
で
は
「
怠
る
」
が
関
連
語
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
無
常
」
が
関
連 

し
て
い
る
。 

 

20
、
そ
の
余
り
の
暇
幾
ば
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
、
無
益
の
事
を
な
し
、
無
益
の
事
を
言

ひ
、
無
益
の
事
を
思
惟
し
て
時
を
移
す
の
み
な
ら
ず
、
日
を
消
し
、
月
を
亙
り
て
、

一
生
を
送
る
、
尤
も
愚
か
な
り
。
（
第
一
○
八
段
） 

 

19
と
同
一
段
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
お
ろ
か
」
の
主
旨
の
根
底
は
同
じ
と
考
え 

ら
れ
る
。
無
駄
な
こ
と
を
し
て
、
一
生
を
過
ご
す
の
は
、
一
番
「
お
ろ
か
」
だ
と
断 

定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
無
常
」
が
関
連
し
て
い
る
。 

 

21
、
唐
土
船
の
た
や
す
か
ら
ぬ
道
に
、
無
用
の
物
ど
も
の
み
取
り
積
み
て
、
所
狭
く

渡
し
も
て
来
る
、
い
と
愚
か
な
り
。（
第
一
二
○
段
） 

 

「
唐
」
か
ら
、
船
な
ど
使
っ
て
「
無
用
の
物
ど
も
」
ば
か
り
、
困
難
を
乗
り
越
え 

て
ま
で
輸
入
す
る
の
は
「
お
ろ
か
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
馬
鹿
な
、
無
意
味 

な
行
為
だ
、
と
い
う
意
味
で
、
「
無
常
」
と
は
関
係
が
な
い
。 

 

22
、
詩
歌
に
た
く
み
に
、
糸
竹
に
妙
な
る
は
、
幽
玄
の
道
、
君
臣
こ
れ
を
重
く
す
と

い
へ
ど
も
、
今
の
世
に
は
こ
れ
を
も
ち
て
余
を
治
む
る
事
、
漸
く
愚
か
な
る
に
似

た
り
。
（
第
一
二
二
段
） 

 

「
詩
歌
」「
糸
竹
」
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
「
幽
玄
」
に
つ
い
て
は
「
君
臣
」 

は
重
視
す
る
が
、
今
の
世
で
は
政
治
に
役
立
た
な
い
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
「
お
ろ 

か
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

23
、
無
益
の
事
を
な
し
て
時
を
移
す
を
、
愚
か
な
る
人
と
も
、
僻
事
す
る
人
と
も
言

ふ
べ
し
。
（
第
一
二
三
段
） 

 

 

22
に
続
く
段
で
関
連
が
あ
る
。
無
駄
な
こ
と
を
し
て
、
時
間
を
過
ご
す
の
を
「
お 

ろ
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
僻
事
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
か
る
。 

22
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
る
。 

 

24
、
か
た
ち
み
に
く
け
れ
ど
も
知
ら
ず
、
心
の
愚
か
な
る
を
も
知
ら
ず
、
芸
の
拙
き 

を
も
知
ら
ず
、
数
な
ら
ぬ
を
も
知
ら
ず
、
年
の
老
い
ぬ
る
を
も
知
ら
ず
、
病
の
冒

す
を
も
知
ら
ず
、
死
の
近
き
事
を
も
知
ら
ず
、
行
ふ
道
の
い
た
ら
ざ
る
を
も
知
ら

ず
、
身
の
上
の
非
を
知
ら
ね
ば
、
ま
し
て
外
の
誹
り
を
知
ら
ず
。（
第
一
三
四
段
） 

 

「
知
ら
ず
」
と
い
う
表
現
が
10
回
使
わ
れ
て
い
る
。
「
お
ろ
か
」
は
「
心
」
と
セ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。「
お
ろ
か
」
は
、
こ
こ
で
は
「
心
」
の
評
価
語
で
あ
る
。「
お

ろ
か
」
以
外
は
「
み
に
く
し
」」「
つ
た
な
し
」「
数
な
ら
ず
」「
老
い
ぬ
」「
（
病
の
）」

冒
す
」
「（
死
の
）
近
し
」「
（
行
ふ
道
の
）
い
た
ら
ざ
る
」
「
非
」
「
誹
り
」
な
ど
と

マ
イ
ナ
ス
表
現
が
連
続
す
る
。
本
段
の
末
尾
の
一
文
は
「
命
を
終
ふ
る
大
事
、
今

こ
こ
に
来
れ
り
と
、
た
し
か
に
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
関
連
は
薄
い
が
、
「
無
常
」
に
つ
な
が
る
流
れ
で
は
あ
る
。 
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25
、
行
ひ
お
ろ
か
な
り
と
知
ら
ば
、
な
ん
ぞ
玆
を
念
ふ
こ
と
玆
に
あ
ら
ざ
る
。
（
第

一
三
四
段
） 

 

24
と
同
一
段
。
こ
こ
で
は
「
お
ろ
か
」
は
、「
行
ひ
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
24
同
様
、

後
の
一
文
に
つ
な
が
る
の
で
、「
無
常
（
死
）
」
に
つ
な
が
る
流

れ
で
は
あ
る
。 

 

26
、
愚
か
な
る
人
は
、
あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
つ
け
、
言
ひ
し
言
葉
も
、
ふ
る

ま
ひ
も
、
お
の
れ
が
好
む
か
た
に
ほ
め
な
す
こ
そ
、
（
第
一
四
三
段
） 

 

本
段
の
冒
頭
は
、「
人
の
終
焉
の
有
様
の
い
み
じ
か
り
し
事
な
ど
、
人
の
語
る
を
聞 

く
に
、
た
だ
閑
に
し
て
乱
れ
ず
と
言
は
ば
心
に
く
か
る
べ
き
を
、
」
と
あ
り
、
そ
れ
に 

つ
な
が
る
の
が
26
で
あ
る
。
人
の
死
を
脚
色
す
る
な
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
お
の

れ
が
好
む
か
た
に
ほ
め
な
し
」
す
る
の
が
「
お
ろ
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
「
無
常
（
死
）
」
と
無
関
係
で
あ
る
。 

 

27
、
風
に
あ
た
り
、
湿
に
ふ
し
て
病
を
神
霊
に
訴
ふ
る
は
、
愚
か
な
る
人
な
り
。（
第

一
七
一
段
） 

 

政
治
に
か
か
わ
る
段
の
一
部
で
あ
る
。
政
治
に
対
す
る
意
見
の
比
喩
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
自
分
で
病
気
に
な
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
て
、
病
気

に
な
っ
て
か
ら
神
に
祈
る
の
は
「
お
ろ
か
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
無
常
」

と
無
関
係
。 

 

28
、
愚
か
な
る
人
と
い
ふ
と
も
、
賢
き
犬
の
心
に
劣
ら
ん
や
。
（
第
一
七
四
段
） 

 

「
愚
か
な
る
人
」
と
「
賢
き
犬
」
が
対
照
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
完
全

に
「
馬
鹿
な
、
劣
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
、
「
無
常
」
と
は
無
関
係
。 

 

29
、
芸
能
・
所
作
の
み
に
あ
ら
ず
、
大
方
の
ふ
る
ま
ひ
・
心
づ
か
ひ
も
、
愚
か
に
し

て
慎
め
る
は
得
の
本
な
り
。
巧
に
し
て
ほ
し
き
ま
ま
な
る
は
、
失
の
本
な
り
。（
第

一
八
七
段
） 

 

世
の
中
一
般
の
、
行
動
も
気
遣
い
も
「
お
ろ
か
」
で
「
慎
め
る
」
は
「
得
」
の
「
本
」 

だ
と
い
い
、
そ
れ
と
対
照
的
に
「
巧
」
で
「
勝
手
な
ふ
る
ま
い
は
」
「
失
」
の
「
本
」 

だ
と
い
う
。「
お
ろ
か
」
は
こ
こ
で
は
む
し
ろ
ほ
め
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
無 

常
」
と
は
無
関
係
。 

 
 30

、
つ
た
な
き
人
の
、
碁
う
つ
事
ば
か
り
に
さ
と
く
巧
な
る
は
、
か
し
こ
き
人
の
、

こ
の
芸
に
お
ろ
か
な
る
を
見
て
、
己
が
智
に
及
ば
ず
と
定
め
て
、
万
の
道
の
匠
、

我
が
道
を
人
の
知
ら
ざ
る
を
見
て
、
己
す
ぐ
れ
た
り
と
思
は
ん
事
、
大
き
な
る
誤

り
な
る
べ
し
。
（
第
一
九
三
段
） 

「
つ
た
な
き
人
」
が
碁
を
打
つ
こ
と
に
お
い
て
「
か
し
こ
き
人
」
よ
り
う
ま
い
こ 

と
か
ら
、
自
分
の
ほ
う
が
「
智
」
が
あ
る
う
と
思
う
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
内
容
で

あ
る
。「
つ
た
な
き
人
」
が
「
か
し
こ
き
人
」
と
対
照
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場

合
の
「
お
ろ
か
」
は
単
に
「
へ
た
」
の
意
味
で
、「
無
常
」
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る 

 
 31

、
万
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
。
愚
か
な
る
人
は
、
深
く
も
の
を
頼
む
ゆ
ゑ
に
、
恨
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み
怒
る
事
あ
り
。
（
第
二
一
一
段
） 

 
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
、
頼
り
に
な
ら
な
い
。「
お
ろ
か
」
な
人
は
、
頼
る
気
持
ち
が
あ 

る
た
め
に
あ
て
が
外
れ
た
と
き
に
「
恨
み
怒
る
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

こ
れ
も
「
お
ろ
か
」
は
「
馬
鹿
」
と
か
「
考
え
の
浅
い
」
と
か
い
う
意
味
で
つ
か
わ 

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
無
常
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。 

  

以
上
第
三
八
段
以
外
の
「
お
ろ
か
」
を
検
証
し
た
。 

 

八
、
結
論 

 

第
三
八
段
は
、
本
書
中
、
と
く
に
重
要
な
段
で
あ
り
、
作
者
兼
好
の
新
し
い
旅
立 

ち
宣
言
（
新
し
い
価
値
観
の
確
立
）
の
段
で
あ
る
と
い
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ 

て
き
た
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
新
た
な
観
点
か
ら
、
そ
の
考
え
を
補
強
し
、
ま
た
そ 

こ
か
ら
「
お
ろ
か
」
と
い
う
評
価
語
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
検
討
を
加
え
、「
お
ろ
か
」 

の
本
書
で
の
価
値
に
つ
い
て
の
一
応
の
結
論
を
導
く
に
い
た
っ
た
。 

 

一
番
目
に
、
④
の
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
で
の
問
題
点
は
、「
智 

恵
と
心
」
の
出
現
が
、
冒
頭
①
の
テ
ー
マ
の
流
れ
（
筋
道
）
か
ら
、
は
ず
れ
て
い
る 

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
そ
の
謎
は
「
智
恵
と
心
と
こ
そ
、 

世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
残
さ
ま
ほ
し
き
を
、
」
の
「
ま
ほ
し
き
を
」
に
あ
っ
た
の
だ
。 

ま
ず
は
「
ま
ほ
し
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
俗
に
願
望
の
助
動
詞
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い 

る
。
本
段
が
新
し
い
旅
立
ち
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
い
で
や
こ
の
世
に
生
れ
て
は
、 

願
は
し
か
る
べ
き
事
こ
そ
多
か
め
れ
。
」に
始
ま
る
第
一
段
の
否
定
で
な
く
て
は
な
ら 

な
い
。
第
一
段
に
は
「
心
は
な
ど
か
賢
き
よ
り
賢
き
に
も
、
移
さ
ば
移
ら
ざ
ら
ん
」 

な
ど
と
あ
り
、
「
心
」
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ま
ほ
し
」
は
そ
れ
を
念
頭
に 

お
き
、
そ
れ
を
接
続
助
詞
の
「
を
」
で
、「
つ
ら
つ
ら
思
へ
ば
、
誉
を
愛
す
る
は
人
の 

聞
き
を
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
。」
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。
こ
の
「
つ
ら
つ
ら
」
に
、
第
一
段 

の
反
省
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
た
。 

 

二
番
目
の
問
題
点
は
、
⑥
が
本
段
の
ま
と
め
（
結
論
）
と
な
り
う
る
か
、
と
い
う 

点
で
あ
っ
た
。
前
半
の
一
文
、「
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
、
か
く 

の
ご
と
し
。」
の
「
迷
ひ
の
こ
こ
ろ
」
と
は
、
冒
頭
①
の
「
名
利
に
使
は
れ
て
、
し
づ 

か
な
る
い
と
ま
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
」
こ
と
を
指
す
と
考
え
る
と
、
納
得
が
い 

く
。
大
体
「
名
利
」
と
い
う
同
一
表
現
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。「
か
く
の
ご
と
し
」 

の
指
示
す
る
内
容
が
ま
た
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
直
接
的
に
は
、
⑤
の
「
智
恵 

出
で
て
は
偽
あ
り
、
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
」
を
指
し
、
間
接
的
に
は
、
冒 

頭
か
ら
の
「
お
ろ
か
」
に
あ
た
る
部
分
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
こ
れ
も
納
得 

が
い
く
。
本
段
で
は
、
ま
ず
「
利
」
を
否
定
し
、
次
に
「
名
」
を
否
定
し
、
さ
ら
に 

「
智
恵
と
心
」
を
否
定
し
、
⑥
の
後
半
の
一
文
、「
万
事
は
皆
非
な
り
。
言
ふ
に
た
ら 

ず
、
願
ふ
に
た
ら
ず
。
」
で
ま
と
め
る
。
こ
こ
に
「
願
ふ
に
た
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
が
、 

遠
く
第
一
段
の
否
定
で
あ
り
、
近
く
は
、
①
の
冒
頭
の
主
題
の
肯
定
と
な
る
こ
と
の 

証
明
で
も
あ
る
。
補
足
と
な
る
が
、
⑤
に
「
ほ
む
る
人
、
そ
し
る
人
、
と
も
に
世
に 

と
ど
ま
ら
ず
、
伝
へ
聞
か
ん
人
、
又
又
す
み
や
か
に
去
る
べ
し
。
」
と
あ
る
の
は
、
第 

一
部
の
ま
と
め
と
な
っ
た
第
三
○
段
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
と
、
こ
れ
も
納
得
が 

い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
⑥
の

後
の
「
万
事
」
か
ら
始
ま
る
一
文
は
、
本
段 

の
ま
と
め
（
結
論
）
で
あ
り
、
冒
頭
の
①
の
主
題
を
し
っ
か
り
受
け
て
結
論
と
し
て 

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 
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三
番
目
の
「
お
ろ
か
」
の
価
値
で
あ
る
が
、
単
純
に
「
よ
し
」
を
意
味
す
る
プ
ラ 

ス
の
語
彙
に
対
し
て
、
「
愚
か
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
「
無
常
」
を
前
提 

に
、
「
無
常
」
の
意
識
が
な
く
漫
然
と
人
生
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
愚
か
」 

と
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

本
段
の
場
合
は
す
べ
て
後
者
に
当
た
る
が
、
本
書
中
の
他
の
例
は
、
そ
の
両
者
が 

ほ
ぼ
同
等
（
や
や
前
者
が
多
い
）
に
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
後
半
に
い
く
ほ
ど
、

「
無
常
」
と
無
関
係
に
善
悪
の
「
悪
」
と
い
っ
た
価
値
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
明
確

で
あ
る
。
本
書
中
31
例
の
「
お
ろ
か
」
の
う
ち
、
７
例
が
本
段
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
は
無
視
し
が
た
い
。「
名
利
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
と
く
に
適
し
た
価
値
観
を
も
っ

て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
確
認
で
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
確
認
に
と
ど
め
て
お

く
こ
と
を
述
べ
て
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。 

 

九 

補
注 

 

以
下
、
各
説
を
挙
げ
、
簡
単
に
考
え
を
述
べ
て
お
く
。（ 

）
番
号
、
傍
線
は
筆
者

に
よ
る
。 

１
、「
漢
文
訓
読
体
に
よ
る
こ
の
段
の
表
現
に
は
、
兼
好
の
強
い
主
張
が
み
ら
れ
る
が
、

（
１
）
や
や
柔
軟
性
に
乏
し
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
彼
の
（
２
）
到
着
点
か
ら

で
な
く
、
や
や
観
念
的
な
高
み
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

（
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
） 

 

※
（
１
）
の
「
や
や
柔
軟
性
に
乏
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
不
明
。
ま
た
（
２
）

の
「
到
着
点
」
の
意
味
不
明
。
（
２
）
の
「
観
念
的
な
高
み
」
も
不
明
。
こ
れ
は

注
に
な
っ
て
い
な
い
。 

２
、「（
本
段
は
）（
３
）
反
常
識
的
な
批
判
的
原
理
に
立
脚
し
、
い
わ
ゆ
る
（
４
）
価

値
の
転
換
を
め
ざ
し
て
止
ま
な
い
。
こ
の
（
５
）
（
第
一
段
と
の
）
差
異
は
、
わ

た
く
し
の
言
う
第
一
部
と
第
二
部
と
の
間
に
十
一
年
と
い
う
時
間
的
距
離
の
あ

る
こ
と
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
、
説
明
し
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。」
（
角
川
書
店
『
徒
然
草
全
注
釈
』
注
釈
） 

 

※
（
３
）
の
「
反
常
識
的
な
批
判
的
原
理
」
の
「
常
識
」
は
何
を
指
す
か
不
明
。

（
４
）
の
「
価
値
の
転
換
を
め
ざ
し
て
止
ま
な
い
」
の
「
め
ざ
し
て
止
ま
な
い
」

の
意
味
不
明
。
（
５
）
の
「
十
一
年
」
は
と
も
か
く
「
時
間
的
距
離
の
あ
る
」
こ

と
に
は
賛
同
し
た
い
。 

３
、
「
こ
の
段
は
、（
６
）
第
一
段
の
否
定
と
し
て
の
位
置
を
し
め
て
い
る
。」
（
右
文

書
院
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』
補
説
） 

 

※
（
６
）
に
つ
い
て
、
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
賛
同
し
た
い
。 

４
、「
こ
こ
で
兼
好
が
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
間
的
に

も
価
値
高
い
も
の
と

さ
れ
、
（
７
）
現
実
に
お
い
て
人
間
が

も
希
求
し
て
や
ま
な
い
「
名
利
」
の
価

値
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
と
い
う
逆
転
の
論
理
で
あ
る
。」
（
桜
楓
社
『
徒
然
草 

研
究
と
講
読
』
講
説
） 

 

※
（
７
）
大
体
に
お
い
て
賛
成
だ
が
、
「
逆
転
の
論
理
」
の
意
味
不
明
。 

５
、「
右
の
第
一
段
と
本
段
（
第
三
八
段
）
と
の
「
才
能
」
に
対
す
る
作
者
の
相
違
（
ら

し
き
も
の
、
と
言
い
た
い
が
）
に
つ
い
て
（
８
）
安
良
岡
氏
は
、
「
わ
た
く
し
の

～
思
わ
れ
る
」
（
以
下
、
２
の
文
言
の
引
用
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
い
か
が
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
差
異
は
同
じ
人
間
が
、
異
な
っ
た
精
神
的
位

相
に
立
っ
た
と
き
の
発
想
の
差
異
で
あ
る
。
（
９
）
両
方
と
も
同
一
の
人
間
に
共
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存
し
得
る
考
え
と
し
て
少
し
も
差
支
え
な
い
。
（
中
略
）
第
一
段
で
は
煩
悩
的
人

間
で
あ
っ
た
が
、
第
三
八
段
に
至
っ
て
一
切
否
定
の
人
間
に
な
っ
て
悟
り
切
っ
た

の
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
わ
が
才
能
を
煩
悩
と
し
て
悩
む
人
間
で
あ
る
か
ら
こ

そ
本
段
の
立
言
が
あ
っ
た
」（
有
精
堂
『
徒
然
草
講
座 

第
二
巻
』
第
三
八
段
） 

 

※
（
８
）
は
前
記
２
の
安
良
岡
氏
の
、
第
一
段
と
第
三
八
段
の
記
述
に
、「
時
間
的

距
離
」
が
あ
る
こ
と
へ
の
反
論
だ
が
、
安
良
岡
氏
の
意
見
の
ほ
う
を
認
め
た
い
。

（
９
）
に
つ
い
て
、
納
得
し
が
た
い
。
も
し
も
こ
れ
が
同
一
年
齢
に
お
け
る
人
間

の
考
え
と
し
た
ら
、
異
常
と
し
か
言
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
主
張
に
異
な
り
が
あ
り

す
ぎ
る
。 

６
、「
こ
う
し
て
第
三
八
段
は
、
究
極
の
理
想
の
生
き
方
を
追
求
し
て
い
た
は
ず
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
（
10
）

後
は
不
毛
な
地
点
に
到
達
し
て
し
ま
い
、
こ
れ

以
上
一
歩
も
前
に
進
め
な
い
よ
う
な
状
況
が
出
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
（
中
略
）

第
一
段
か
ら
の
大
き
な
流
れ
に
沿
っ
て
読
ん
で
み
る
と
、
兼
好
が
一
貫
し
て
追
求

し
て
き
た
「
理
想
」
に
つ
い
て
の
段
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
し
、
同
時
に
、

究
極
の
理
想
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
、
結
局
は
（
11
）
『
言
ふ
に
足
ら
ず
、
願
ふ

に
足
ら
ず
』
と
い
う
八
方
塞
が
り
の
状
況
を
招
い
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ

る
。
（
中
略
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
（
12
）
今
ま
で
の
彼
の
生
き
方
や
価
値
観
が
、

こ
こ
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
笠
間
書
院
『
徒
然
草
文
化
圏

の
生
成
と
展
開
』
執
筆
の
転
換
点
） 

 

※
（
10
）
の
「
不
毛
な
地
点
に
到
達
」
、（
11
）
の
「
八
方
塞
が
り
の
状
況
」、（1

2

）

の
「
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
」
は
、
い
ず
れ
も
承
服
し
が
た
い
。
今
後
は
こ
の
考
え
方

と
の
対
応
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。 
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