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土

左

日

記

の

読

み

方

読
み
方
と
い
ふ
の
は
、
あ
る
詞
を
音
読
す
る
か
、
訓
読
す
る
か
、
清
ん
で
読

む
か
、
濁
っ
て
読
む
か
、
上
に
つ
け
て
読
む
か
、
下
に
つ
け
て
読
む
か
と
い

ふ
、
解
釈
上
の
こ
と
で
あ
る
。

土
左
日
記
は
、
大
正
十
四
年
に
前
国
家

の
定
家
自
筆
本
が
活
版
で
醗
刻
さ

れ
、
昭
和
三
年
に
そ
の
複
製
が
刊
行
さ
れ
、
同
七
年
に
図
書
寮
本
の
大
文
が
示

さ
れ
、
同
九
年
に
三
条
西
家
本
の
複
製
が
刊
行
さ
れ
、
同
十
六
年
に
青
籍
書
屋

本
の
複
刻
が
刊
行
さ
れ
、
同
二
十
四
年
に
図
書
寮
大
が
一
層
正
し
い
形
で
刊
行

さ
れ
、
同
時
に
近
衛
家
本
も
校
合
の
形
で
示
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
自
石
勉
氏
、

橘
純

一
氏
、
小
室
由
三
氏
、
池
田
亀
鑑
博
士
、
中
村
多
麻
氏
、
山
田
孝
雄
博
士

等
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
特
に
池
田
博
士
の
昭
和
十
六
年
二
月
刊
行
の

「古
典

あ
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
」
の
大
著
に
よ
っ
て
、
貫
之
自
筆
本
は
ほ
バ
完

全
に
再
建
せ
ら
れ
て
、
本
文
に
関
す
る
古
来
の
数
多
き
疑
間
は
、
大
体

一
掃
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
本
文
に
よ
つ
て
、
読
み
方
に
つ
い
て
、
古
来
異

説
の
あ
る
点
を
拾
ひ
上
げ
て
、
些
か
私
見
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。

講
師
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
に
、
い
で
ま
せ
り
、
あ
り
と
あ
る
か
み
し
も

わ
ら
は
ま
で
、
ゑ
ひ
し
れ
て
、　
一
文
字
を
だ
に
し
ら
ぬ
も
の
し
が
あ
し

山

脇

毅

は
、
十
文
字
に
ふ
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ
　
（十
二
月
十
四
日
）

と
あ
る
中
で
、

「も
の
し
か
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
数
説
が
あ
る
。
原
田
清
氏

は
昭
和
十
六
年
八
月
の
国
語
と
国
文
学
で
、
古
来
の
註
釈
を
概
観
し
て
、

Ａ
　
「
し
」
を
強
意
の
助
詞
と
見
て

「も
の
が
」
の
意
に
と
る
も
の

Ｂ
　
「
し
」
を

「ら
」
の
誤
読
誤
写
と
見
る
も
の

Ｃ
　
「
か
」
を

「も
」
の
誤
読
誤
写
と
見
る
も
の

Ｄ
　
「も
の
」
と

「
し
か
」
と
を
切
離
し
て

「
し
が
あ
し
」
と
下
に
つ
ゞ
け

て
考
へ
た
も
の
、
猪
熊
浅
麿
氏
と
折
口
信
夫
氏
と
に
こ
の
説
が
あ
る

の
四
説
に
要
約
せ
ら
れ
た
。
Ａ
は
今
日
ま
で
の
議
釈
書

に
最
も
多

い
説

で
あ

る
。
岸
本
由
豆
流
の
考
証
に
は

「考
ふ
る
に
、
け
ふ
し
ま
れ
、
け
ふ
し
こ
そ
な

ど
い
ふ
し
文
字
と
同
じ
く
て
助
字
に
も
や
あ
ら
ん
」
と
い
ひ
、
香
川
景
樹
の
創

見
に
は

「も
の
が
と
い
ふ
に
、
し
文
字
を
く
は
へ
て
、
語
勢
を
つ
よ
め
た
る
、

当
時
の
平
語
と
み
ゆ
」
と
い
ひ
、
山
田
博
士
は
、
索
引
に
よ
る
と

つ
し
」
を
聞

投
助
詞
と
見
て
居
ら
れ
る
。
Ｂ
と
Ｃ
と
は
、
有
力
な
証
本
の
数
多
く
見
ら
れ
る

今
日
で
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
Ｄ
の
折
口
博
士
の
説
と
い
ふ
の
は
、
昭
和
四

年
発
行
の
国
文
註
釈
叢
書
の
土
佐
日
記
考
証
の
補
護
に

も
の
し
が
の
が
は
、
旧
説
通
り
と
す
れ
ば
、
も
の
ら
が
で
な
く
て
は
通
ら
な
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だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
の
で
あ
る
筈
だ
。
け
れ
ど
、
全
々
立
場

を

か

へ

て
、
も
の
と
し
が
と
を
切
っ
て
考
へ
る
と
、

（善
次
郎
案
）
そ
が
に
通
ず
る

し
が
と
、
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
や
ヽ
古
風
な
感
じ
で
あ
る
。
　
こ
の
辺
で

は
、
各
れ、自、身、の
と
云
ふ
位
で
あ
る
。
但
し
、
ト
ト
ト
ト
し、ら、か
も、ぃ
を
う

け
る
つ
ゞ
き
が
並
通
で
な
い
。
必
ず
、　
一
文
字
以
下
、
十
文
字
云
々
ま
で
の

文
旬
に
、
当
時
の
諺
の
類
を
略
ま
へ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。

（折
口
）

と
出
て
ゐ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
ら
う
。
誤
植
も
あ
る
や
ら
だ
が
、
私
に
は
意
味

が
十
分
分
ら
な
い
。
原
田
氏
自
身
は
Ｄ
説
を
支
持
し
て
、
大
略
、

「
し
が
」
は

「
そ
が
」
の
通
音
で
、

「其
の
者
が
」
の
意
で
あ
る
。
奈
良
朝

時
代
に
多
い

「
じ
が
」
が
、
平
安
朝
に
な
っ
て
も
使
は
れ
た
か
ど
う
か
の
証

明
は
、　
猪
熊
氏
も
折
口
氏
も
し
て
ゐ
な
い
が
、　
落
窪
物
語
に
、　
北
の
方
が

「
あ
な
わ
か
ノ
ヽ
し
き
昼
寝
や
。
し
が
身
の
程
し
ら
ぬ
こ
そ
、
い
と
心
憂
け

れ
」
と
い
っ
て
、
落
窪
君
を
あ
ざ
笑
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
あ
ヽ
ば
か
ノ
ヽ

し
い
昼
寝
だ
こ
と
！
　
御
自
分
の
身
の
程
を
知
ら
ぬ
の
に
も
困

っ
て
し
ま

ふ
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
土
佐
日
記
の
場
合
も

「
そ
の
手
に
は

一
と
い
ふ

宇
も
知
ら
ぬ
者
が
、
さ
す
が
に
学
識
高
い
住
職
殿
に
あ
や
か
っ
て
か
、
御
自

分
の
足
で
は
、ち
や
ん
と
十
と
い
ふ
字
を
書
い
て
、千
鳥
足
に
躍
り
狂
ふ
の
も

面
白
い
」
と
解
し
て
差
支
な
い
こ
と
に
な
ら
う
。

「
し
が
」
は

「
そ
れ
が
」

の

一
般
的
意
味
か
ら
、
侮
蔑
的
嘲
弄
的
な
三
人
称
所
有
格
に
局
小
さ
れ
て
使

は
れ
た
や
う
で
あ
る
。
だ
か
ら

「御
自
分
の
」
と
い
ふ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
嘲

弄
的
言
辞
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ら
う
。

と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
居
ら
れ
る
。

「
も
の
」
で
切
っ
て

「
し
が
足
」

と
つ
ゞ
け
る
説
は
、
早
く
明
治
十
四
年
九
月
に
成
り
、
同
十
月
に
出
版
せ
ら
れ

た
小
日
清
雄
の
校
正
傍
証
土
佐
日
記
に
出
て
居
る
。
即
ち

豪

峙
を
だ
に
抑

ぬ
論

、
瞑

が
評

は
ヽ
十
弦
ぎ

灘
宅

ぞ
攀

ぶ

と
句
読
し
、
傍
註
し
て
居
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
鈴
木
千
循
氏
の

「
土
佐
日
記

の
話
」
は
、
昭
和
二
年
五
六
月
頃
に
印
刷
．さ
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
本
文
を
、

一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
其
が
足
は
十
文
字
に
ふ
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ

と
し
、

「も
の
し
が

ハ
中
村
義
象
主
ノ
説

二
同
意
ン
テ
本
文
ノ
如
ク
セ
リ
、　
一

文
字
十
文
字
モ
同
氏
ノ
説

二
同
意
シ
テ
木
文
ノ
如
ク
音
読
ト
セ
リ
」
と
誰
し
、

「手
デ

ハ
一
ノ
字
ス
ラ
書
キ
得
ナ
イ
ト
云
フ
者
共
ノ
其
レ
ラ
ガ
却
テ
足
デ
十
ノ

字
フ
略
ミ
出
ン
テ
即
、
千
鳥
足
デ
狂
ヒ
遊
ブ
状

ハ
オ
カ

ン
イ
事
デ

ア
リ

マ
ン

タ
」
と
訳
し
て
居
ら
れ
る
。
池
田
博
士
の
本
文
研
究
年
表
に
よ
る
と
、
池
辺
姓

の
は
大
正
三
年
、
同
四
年
、
同
十
二
年
に
出
て
居
る
が
、
之
は
小
中
村
姓
で
名

が
出
て
居
る
か
ら
、
恐
ら
く
明
治
十
四
年
九
月
か
ら
十
五
年
五
月
ま
で
に
成

っ

た
土
佐
日
記
講
義
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
次
に
明
治
十
六
年
二
月
発
行
の
石
田

道
三
郎
の
土
佐
日
記
講
義
に
は
、

も
の
し
が
の
し
は
、
夫
と
指
す
意
あ
り
て
、
ぞ
に
似
た
る
語
な
り
、
云
は
ゞ

一
文
字
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
る
、
そ
れ
が
足
は
十
文
字
に
踏
み
て
の
意
な
り
。

し
嗜
添
ふ
る
は
英
の
必
用
あ
り
て
、
語
勢
を
強
め
ん
た
め
な
る
に
、
従
来
此

の
し
を
休
め
詞
な
ど
称
し
て
、
意
な
き
天
爾
波
と
せ
る
は
誤
な
り
。
不
用
の

語
な
ら
ん
に
は
、
加
ふ
る
に
及
ぶ
ま
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
・

と
釈
し
て
ゐ
る
。
こ
の
解
は
、
明
治
十
四
年
四
月
出
版
の
言
海
に
、

し

（辞
）

〔夫
二
通
ズ
ル
ナ
ル
ベ
シ
〕
第
二
類
ノ
天
爾
波
、
指
ス
意
ア
リ
テ

ぞ
二
似
タ
リ
、
常

二
休
メ
詞
ト
イ
フ
、
サ
レ
ド
自
ラ
意
味
ア
ル
ナ
リ

と
解
釈
し
、
語
法
指
南
に
、
　
　
　
　
・

歌
ノ
五
文
字
ノ
句

二
「身
に
し
あ
れ
ば
」
ナ
ド
加
ア
ル
コ
ト
常
ナ
ル
ガ
、
コ



レ
、
不
用
ノ
語
ナ
ラ
バ
、
字
余
リ
ニ
加
フ
ル
ニ
及
ブ
マ
ジ
、
必
ズ
其
意
義
ヲ

添

ヘ
ズ
ン
テ
ハ
、
カ
ナ
ハ
ヌ
場
合
ナ
ン
バ
、
加
フ
ル
ナ
ル
ベ
ン

と
附
記
し
て
居
る
の
に
よ
っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
Ａ
Ｄ
両
説
を
混
蒲
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
猪
熊
氏
の
説
と
い
ふ
の
は
、
研
究
年
表
に
よ
っ
て
、
明
治
升
年
九

月
刊
行
の
土
佐
日
記
講
義
で
あ
ら
う
か
と
思
ふ
。

原
田
氏
は
昭
和
四
年
二
月
発
行
の
橘
純

一
氏
校
証
の
土
佐
日
記
を
引
い
て
居

ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は

「も
の
し
」
と
い
ふ
語
は
、
落
窪
物
語
、
少
将
が
落
窪
の
君
の
抱
を
祈
る
手

伝
を
す
る
条
に

， 猶
ひ
か

へ
さ
せ
た
ま
へ
。　
い
み
じ
き
も
の
し
ぞ
、
ま
ろ

は
」
と
い
ふ
用
例
が
あ
る
。

「も
の
し
」
は

「物
師
」
で
、
何
か

一
つ
の
技

能
に
熟
達
し
た
へ
を
い
ふ
語
と
思
は
れ
る
。
即
ち

「
一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ

も
の
し
が
」
は
、
日
に

一
丁
字
な
き
先
生
が
と
い
ふ
や
う
な
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

な
語
気
に
当
り
、

「，足
は
十
文
字
に
ふ
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ
」
と
い
ふ
酒
落
と
相

侯
っ
て
、
Ｒ
、
滑
稽
味
を
発
揮
し
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ふ
。

と
い
ふ
橘
氏
の
説
が
出
て
居
る
。

「も
の
し
」
と
い
ふ
詞
は
倭
訓
栞
、
雅
言
集

覧
、
言
海
、　
日
本
大
辞
林
等
に
は
出
て
居
な
い
。
倶
言
集
覧
に
は
、
物
師
と

標
し
、
色
道
大
鑑
を
引
い
て
、　
一‐物
仕
、
男
に
よ
ら
ず
女
に
よ
ら
ず
、
功
者
に

し
イ
物
ご
と
し
な
ん
の
つ
ゞ
ま
や
か
に
と
ヽ
の
ふ
ろ
へ
を
指
て
い
ふ
」
と
解
し

て
居
る
。
大
正
八
年
出
版
の
大
日
本
国
語
辞
典
、
昭
和
十
年
出
版
の
大
言
海
に

は

「も
の
し
」
の
詞
を
出
し
て
、
前
引
の
落
窪
の
例
を
引
い
て
居
る
が
、
土
佐

日
記
の
こ
の
文
を
引
い
て
居
る
も
の
は
無
い
や
う
で
あ
る
。
土
佐
日
記
の
こ
の

詞
を

「物
師
」
の
意
と
解
し
た
の
は
、
橘
氏
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

三
条
西
家
大
は
、
明
応
元
年
に
実
隆
が
貫
之
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
を
、

天
文
十
二
年
に
某
が
仮
名

一
字
を
も
変
へ
ず
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
之

に
は

「
し
ら
ぬ
も
の
し
か
」
の
下
に
朱
点
が
あ
っ
て
、
天
文
頃
に
は

「
し
が
あ

し
」
と
は
読
ま
な
か
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
三
条
西
家
木
の
朱
点
は
、
無
論

絶
対
的
の
も
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
室
町
時
代
の
読
み
方
を
示
す
も
の
と

し
て
、
軽
々
に
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
ふ
。

以
上
の
三
つ
の
読
み
方
の
う
ち
で
、
橘
氏
の

「も
の
しヽ
」
を

一
つ
の
名
詞
と

見
る
説
が
最
も
穏
当
だ
ら
う
と
思
ふ
だ
け
で
、
こ
れ
以
上
に
い
ふ
こ
と
が
、
私

に
は
遺
憾
な
が
ら
無
い
。

こ
の
う
た
を
、
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、
ひ
と
り
も
か
へ
し
せ
ず
、

し
つ
べ
き
ひ
と
も
ま
じ
れ
ヽ
ど
、
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
、
も
の
を
の
み

く
ひ
て
よ
ふ
け
ぬ
　
（
正
月
七
日
）

山
田
博
士
は
、
十
二
月
十
八
日
の
条
に

「酒
よ
き
物
ど
も
持
て
来
て
、
船
に

入
れ
た
り
、
行
く
ノ
ヽ
飲
み
食
ふ
」
と
あ
る
の
に
準
せ
ら
れ
た
の
か
、

「物
を

飲
み
食
ひ
て
」
と
読
ん
で
居
ら
れ
る
が
、

「
の
み
」
は
動
詞
で
は
な
く
、

「是

れ
を
の
み
痛
が
り
」
と
同
じ
く
、
助
詞
で
あ
ら
う
。

「
さ
け
よ
き
物
」
な
ら
ば

「飲
み
食
ふ
」
で
あ
る
が
、
歌
主
の
持
ヮ
イ
．来
た
の
は
破
籠
で
あ
る
か
ら
、「
食

ひ
て
」
だ
け
で
よ
か
ら
う
。
た
と
ひ
酒
も
あ
っ
た
に
し
て
も
、

「食
ひ
て
」
の

中
に
含
め
て
、　
Ｆ
」
れ
を
の
み
痛
が
め
、
物
を
の
み
食
ひ
て
」
と
、
対
句
の
や

う
に
読
ん
だ
方
が
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
で
あ
ら
う
。

こ
の
う
た
ぬ
し
ま
た
ま
か
ら
す
と
い
ひ
て
た
ち
ぬ
　
（
正
月
七
日
）

傍
点
の
所
は

「
ま
た
罷
ら
す
こ
か
、
「
ま
だ
罷
ら
ず
」
か
、
「復
罷
ら
ン
ず
」

か
。
多
く
の
証
釈
書
は
、
季
吟
の
抄
に

「
又
や
か
て
ま
い
ら
ん
ず
る
と
い
と
ま

ご
ひ
し
て
帰
る
也
」
と
証
し
て
ゐ
る
通
り
に
解
し
て
居
る
。
富
士
谷
御
杖
の
燈

に
は
、

「
ま
た
」
は
又
の
義
に
は
あ
ら
で
，
「
ま
だ
」
の
義
な
る
べ
し
、
「
ま
か
る
」



は
、
こ
ヽ
を
退
き
帰
る
こ
と
を
い
ふ
に
て
、

「
ま
か
ら
す
」
は
未
退
の
義
な

り
、

「す
」
は
不
の
字
の
義
な
れ
ば
．
濁
り
て
よ
む
べ
し
。

と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
居
る
。
叉
別
に

「
ま
た
ま
か
ら
す
」
と
清
ん
で

読
み
、

「
ら
す
」
は

「
る
」
と
つ
ゞ
ま
る
、
即
ち

「
ま
か
る
」
の
義
で
、

「古

言
の
格
也
」
と
い
ふ
説
を
あ
げ
て
、　
で
」
の
説
う
け
が
た
し
」
と
否
定
し
て
居

る
。

「
ま
か
ら
す
」
と
清
ん
で
読
む
な
ら
ば

「
ま
か
る
」
の
未
然
形
に

「す
」

を
つ
け
た
の
で
、
使
役
か
崇
敬
の
意
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を

「
ま
か
る
」
を
延
べ

た
の
だ
と
い
ふ
説
は
、
な
る
ほ
ど
う
け
難
い
。

「
ま
だ
ま
か
ら
ず
」
と
読
む
の

は
、「
ま
だ
帰
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
座
を
は
づ
す
時
の
挨
拶
と
見
て
、

次
の

「
ま
か
ら
ず
と
て
た
ち
ぬ
る
へ
を
ま
ち
て
よ
ま
む
と
て
も
と
め
け
る
を
、

夜
ふ
け
ぬ
と
に
や
あ
り
け
む
、
や
が
て
い
に
け
り
」
に
も
、
よ
く
つ
ゞ
く
と
い

ふ
つ
も
り
で
あ
ら
う
が
、
座
を
は
づ
す
時
の
挨
拶
と
し
て
は
如
何
で
あ
ら
う
。

「
ま
か
る
」
は
退
出
の
意
で
、
貴
へ
の
前
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
転
じ

て
は
、
行
く
、
来
る
の
敬
語
に
も
使

っ
た
や
う
で
あ
る
か
ら
、

「
ま
た
ま
か
ら

ン
ず
」
で

「
ま
た
来
ま
せ
う
」
の
意
に
と
れ
る
し
、
叉
来
る
と
い
し

て
座
を
起

っ
た
人
が
、
座
に
か
へ
る
の
を
待

っ
て
よ
サ
いう

と
い

っ
て
、
中
座
し
た
だ
け

で
、
ま
だ
そ
こ
ら
に
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
捜
し
た
が
、
歌
主
は
、
又

来
ま
せ
う
と
い
っ
て
中
座
し
た
も
の
の
、
夜
が
更
け
た
か
ら
と
い
ふ
心
で
あ
っ

た
ら
う
か
、
座
を
は
づ
し
た
ま
ヽ
帰

っ
て
し
ま
っ
た
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
山
田

博
士
の
註
に
も
か
う
あ
る
。

「
ま
か
ら
ず
」
―
―

「罷
ら
む
ず
」
の
約
略
に
し
て
こ
の

一罷
る
」
は
謙
語

に
し
て
、

「．罷
ら
む
と
す
」
の
意
、
来
ら
む
と
す
る
意

「
ま
た
ま
か
ら
ず
」

は
今
の
俗
語
に
て

「
ま
た
き
ま
せ
う
」
と
い
ふ
程
の
意
。

は
る
の
ヽ
に
て
ぞ
ね
を
ば
な
く
、
わ
か
す
ヽ
き
に
て
き
る
ノ
ヽ
つ
ん
だ
る

な
を
、
お
や
ヽ
ま
ほ
る
ら
ん
、
し
う
と
め
や
ふ
ら
ん
、
か
へ
ら
や

（
正
月
九
日
、
船
唄
前
半
）

を
ど
う
読
む
か
。
若
薄
か
、
我
が
薄
か
、
又
わ
か
薄
に
て
切
る
ノ
ヽ
か
、
わ
か

薄
に
手
切
る
ノ
ヽ
か
、
ま
ほ
る
か
、
ま
ぼ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
三
条
西
家
本

は

「
わ
か
す
ヽ
き
に
７
．き
る
／
ヽ
つ
ん
だ
る
な
を
」

の
上
下
に
句
読
を
う

っ

て
、
こ
れ
だ
け
を

一
旬
に
読
ん
で
居
る
か
ら
、
読
み
方
の
助
け
に

は
な
ら

な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

藤
原
捏
宮
の
妙
寿
院
本
は

「我
薄
ニ
テ
手
ヲ
剪
々
」
と
読
み
、
抄
に
は
濁
点

も
解
も
無
く
、
宝
永
四
年
再
版
の
首
書
本
は

「
わ
が
す
、
き
」
と
読
み
、
考
証

は

「
わ
が
す
ヽ
き
に
手
を
き
る
を
も
い
と
は
ず
」

と
解

い
て
居
る
。
創
見
は

「
若
薄
に
て
、
か
く
も
手
を
き
る
ノ
ヽ
」
と
解
し
、そ
の
附
録
に
は

「妙
寿
本
、

我
す
ヽ
き
に
て
と
あ
る
は
訛
也
、
我
薄
と
つ
ゞ
け
ん
語
勢
、
有
べ
き
な
ら
ず
、

又
自
他
を
わ
け
ん
事
、
こ
ゝ
に
用
な
し
、
然
も
、
春
の
野
に
つ
み
て
、
我
な
ら

ぬ
を
、
吾
薄
と
い
ふ
べ
け
ん
や
、も
と
よ
り
、春
な
ら
ん
に
は
若
薄
な
る
べ
く
、

言
が
ら
も
み
や
び
た
る
を
や
」
と
論
じ
て
居
る
が
、

「
わ
が
す
ヽ
き
に
て
」
と

読
ん
だ
の
は
、
証
に

「
わ
か
薄
を
我
な
り
と
秋
成
ぬ
し
は
い
へ
り
、
そ
れ
は
、

我
薄
と
つ
ゞ
く
心
に
は
あ
ら
ず
、
薄
に
手
き
る
ノ
ヽ
わ
が
つ
む
だ
る
菜
を
と
い

は
ん
を
、
上
に
お
け
る
心
に
み
ら
れ
た
る
な
り
」
と
解
説
し
て
居
る
通
り
で
あ

ら
う
。
燈
自
身
は
、
稚
桜
、
わ
か
な
す
び
、
若
瓜
の
例
を
あ
げ
て
、

「
若
薄
の

か
た
を
ば
予
は
あ
で
た
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
結
ん
で
居
る
。
田
中
大
秀
の
解

は

「
わ
か
す
ヽ
き
は
、
か
字
清
み
て
、
若
の
意
と
す
、
今
年
生
の
薄
な
り
」
と

断
じ
、
栗
田
寛
博
士
の
古
謡
集

（
国
文
論
纂

一
四
八

一
頁
）
は

「
わ
か
す
ゝ
き

に
て
」
、
高
野
辰
之
博
士
の
日
本
歌
謡
史

（
三

一
頁
）
は

「吾
が
薄
に
て
」
、
橘

純

一
氏
、
山
田
博
士
は

「
若
薄
」
と
当
て
て
居
ら
れ
る
。
次
に

「
て
」
を
上
に

つ
け
て
助
詞
と
見
る
か
、
下
に
つ
け
て
手
と
見
る
か
で
あ
る
。
従
来
の
護
解
書



は
、
燈
と
山
田
博
士
と
を
除
く
外
は
、
殆
ど
尽
ぐ

「
わ
か
す
ヽ
き
に
て
て
を
き

る
ノ
ヽ
一
又
は

一
わ
か
す
ヽ
き
に
て
を
き
る
ノ
ヽ
」
と
い
ふ
本
文
に
よ
っ
て
居

る
か
ら
、
之
を
問
題
に
し
て
居
な
い
が
、
有
力
な
証
本
は
す
べ
て

「
わ
か
す
ゝ

き
に
て
き
る
ノ
ヽ
」
と
な
っ
て
居
る
。
燈
も
山
田
博
士
も
下
に
つ
け
て

一‐手
切

る
ノ
ヽ
」
と
読
ん
で
居
ら
れ
る
。

莱
を
摘
ん
だ
の
は

「
わ
が
」
と
い
は
な
ぐ
て
も

「
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
は
分

ら
う
が
、
又
春
の
野
で
あ
れ
ば
、
若
薄
と
わ
ざ
ノ
ヽ
こ
と
わ
ら
な
く
て
も
分
ら

う
。
若
と
こ
と
わ
ら
な
く
て
も
分
る
、
叉
こ
と
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
特
に
効
果

的
な
意
味
を
添
へ
る
で
も
な
い

一
わ
か
」
を
薄
に
つ
け
る
よ
り
は
、
自
分
が
苦

労
を
し
て
摘
ん
だ
莱
で
あ
れ
ば
、

「
わ
が
」
と
し
て

「摘
む
」
の
主
語
に
お
い

た
方
が
、
ず

っ
と
効
果
的
で
は
な
い
か
。
叉

「手
」
と
読
む
と
意
味
は
し
っ
か

り
す
る
が
、
そ
れ
で
船
唄
と
し
て
謡
は
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

「
薄
に
て
」
と
い

へ
ば
、
手
も
切
っ
た
ら
う
、
足
も
切
っ
た
ら
う
。

「
ま
ほ
る
」
を
、
燈
に
は

「
ま
も
る
」
と
同
じ
詞
で
は
あ
る
が

「
た
ゞ
め
を

は
な
た
ず
し
て
の
み
を
る
事
を
い
ふ
に
は
あ
ら
で
、
此
女
の
労
を
お
も
ひ
て
、

其
菜
を
ま
も
り
を
る
と
い
ふ
に
て
、
よ
ろ
こ
べ
る
形
容
に
や
あ
ら
む
」
と
解
し

て
居
り
、
山
田
博
士
も

「守
る
に
て
親
の
許
に
置
き
て
あ
る
こ
と
を
い
ふ
な
ら

ん
」
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
説
で
は

一
ま
ぼ
る
」
と
濁
る
の
で
あ
る
。

「む
さ
」
の
反
は

「
ま
」
だ
と
い
ふ
の
で
、

「む
さ
ぼ
る
」
の
約
だ
と
す
る

説
が
あ
る
。
之
も
濁
る
方
で
あ
る
。
文

「ま
」
は
発
語
か
、　
一，う
ま
ほ
る
」
の

意
か
と
い
ふ
説
が
あ
る
。

「
ほ
る
」
は
ほ
し
が
る
意
で
あ
る
か
ら
、
之
は
清
ん

で
読
む
の
で
あ
る
。

「
ま
ほ
る
」
に
は
他
に
例
が
見
つ
か
ら
ぬ
や
う
で
あ
る
が
、
字
津
保
藤
原
君

に
、か

く
て
ふ
し
給

へ
る
ほ
ど
に
、
ま
う
ほ
る
も
の
、
日
に
橘

一
つ
、
湯
水
ま
う

ほ
ら
ず
云
々
、
今
は
く
は
じ
と
の
た
ま
ひ
て
、
い
さ
ヽ
か
な
る
物
ま
う
ほ
ら

で
、
日
頃
へ
ぬ
。

と
い
ふ
例
が
あ
る
。
こ
の

「
ま
う
ほ
る
」
は

「
ま
ほ
る
」
を
延
べ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
て
居
る
。
或
は
逆
に
、

「
ま
ゐ
ほ
る
」

（創
見
）
又
は

「
ま
き
ほ
る
」

（秋
成
）
の
音
使
で
、

「
ま
ほ
る
」
は
そ
の
略
か
も
知
れ
な
い
。
宇
津
保
の
例

で
は
、
単
に
食
ふ
と
か
飲
む
と
か
い
ふ
意
味
ら
し
い
。
さ
う
す
る
と
、
こ
の
船

唄
の

「
ま
ほ
る
ら
む
」
も
、
次
の

「
く
ぶ
ら
む
」
と
同
じ
意
味
で
、
造
句
の
都

合
で
、
三
五
五
四
と
配
し
た
の
で
あ
ら
う
。

以
上
を
綜
合
し
て
、
こ
の
船
唄
全
部
を
、
か
ら
読
ん
で
は
ど
う
か
と
思
ふ
。

春
の
野
に
て
ぞ
、
ね
を
ば
泣
く
。
わ
が
薄
に
て
、
切
る
ノ
、
、
摘
ん
だ
る

菜
を
。
親
や
ま
ほ
る
ら
む
、
し
う
と
め
や
食
ふ
ら
む
。
力
ヘ
ラ
ヤ
。

よ
ん
べ
の
、
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
乞
は
む
。
そ
ら
ご
と
を
し
て
、
お
ぎ
の

り
わ
ざ
を
し
て
。
銭
も
も
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

即
ち
、
七
五
、
七
四
六
、
八
九
、
四
、
四
六
五
、
七
九
、
七
七
と
読
む
の
で

あ
る
。
三
条
西
家
本
は
、

「
か
へ
ら
や
」
を
上
に
つ
け
て
、
六
節
に
読
ん
で
居

る
。

「
か
へ
ら
や
」
は
囃
し
詞
で
あ
ら
う
。
正
月
十

一
日
の
条
の
船
唄
に
も
最

後
に
つ
い
て
一居
る
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
る
と
、
こ
の
前
半
と
後
半
と
は
別
々
の
唄

で
は
な
い
か
。

「
か
へ
ら
や
一
に

「帰
ら
む
や
」
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
も
、

後
半
の
後
に
つ
け
て
、

「
い
つ
ま
で
待
っ
て
居
て
も
つ
ま
ら
な
い
、
も
う
帰
ら

う
か
」
と
解
し
て
差
支
な
い
。
或
は
、
も
と
つ
い
て
居
た
の
を
、
貫
之
が
略
し

た
の
で
は
な
い
か
。
貫
之
は

「
こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
書
か
ず
、
こ
れ
ら
を

人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
な
ぎ
ぬ
」
と
書
い
て

居
る
か
ら
、
二
つ
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
。
前
半
と
後
半
と
を
関
係
づ
け
よ
う
と

す
る
の
で
、
解
釈
に
無
理
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
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も
ろ
こ
し
と
こ
の
く
に
と
は
こ
と
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど

（
一
月
十
日
）

傍
点
の
所
は
、
抄
に

「
こ
ど
は。
こ
と
な
る
」
と
あ
る
の
に
従

っ
た
か
、
多
く

の
註
釈
書
は

「言
葉
異
な
る
」
叉
は

「
言
は
異
な
る
」
と
解
し
て
、
問
題
と
し

て
居
な
い
。
こ
れ
を

「
こ
と
ご
と
な
る
」
と
濁
っ
て
読
む
と
、
当
て
る
漢
字
は

異
事
、
事
々
、
異
々
、
事
毎
が
あ
る
。
山
田
博
士
は
異
事
を
当
て
ら
れ
た
が
、

之
は

一
ほ
か
の
事
」
と
い
ふ
意
に
解
せ
ら
れ
て
、
こ
ゝ
に
は
穏
か
で
な
い
。
尤

も
山
田
博
士
は

「
ほ
か
一
と
い
ふ
意
味
の
場
合
に
は
他
の
字
を
当
て
ら
れ
る
か

ら
、
之
は
「か
は
っ
■
ゐ
る
一
と
い
ふ
意
味
で
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
橘

氏
の
当
て
ら
れ
た
異
々
は
、
ま
ち
ノ
ヽ
、別
々
と
い
ぶ
意
味
で
、こ
の
方
が
ぴ
っ

た
り
し
よ
う
。
事
々
や
事
毎
に
販
上
げ
る
に
足
ら
な
い
。
青
鉛
書
屋
本
は
、
ひ

と
Λ
ヽ
、
い
ろ
ノ
ヽ
、
き
る
ノ
ヽ
、
う
ら
ノ
ヽ
、
こ
ゝ
ろ
ハ
ヽ
、
し
ば
ノ
ヽ
、

と
こ
ろ
ハ
ヽ
、
ほ
と
ノ
ヽ
、
ま
に
ノ
ヽ
な
ど
書
い
て
居
る
か
ら
、　
一
語
な
ら
ば

一
こ
と
ノ
ヽ
な
る
」
と
書
き
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
、
は
定
家
大
に

「
こ
と

ノ
ヽ
な
る
」
と
写
し
て
ゐ
る
外
、
有
力
な
証
本
は
す
べ
て

「
こ
と
こ
と
な
る
」

と
な
っ
て
居
る
か
ら
、
貫
之
自
箋
本
も
恐
ら
く
さ
う
だ
っ
た
ら
う
。
定
家
は
他

の
証
本
が

「
ふ
な
う
た
う
た
ひ
て
」
と
書
い
て
居
る
所
を
、

「
ふ
な
う
た
ノ
ヽ

ひ
て
」
と
書
い
て
居
る
か
ら
、
必
ず
し
も
定
家
が

「
こ
と
こ
と
」
を

一
語
に
読

ん
だ
と
は
い
へ
な
い
。
な
ほ
青
黙
屋
本
、
三
条
西
家
本
の
複
製
で
見
る
と
、
上

の

で
」
と
」
は
共
に
合
字
で
、
殊
に
前
者
は
下
の

「
こ
と
」
が
少
し
離
れ
て
居

て
、　
一
語
と
は
思
は
れ
な
い
書
き
方
で
あ
る
。
考
証
が
、
妙
寿
院
本
に

「言
殊

ナ
ル
」
と
あ
り
、
抄
に

「
こ
と
は
こ
と
な
る
」
と
あ
り
、
自
分
も

「
こ
と
ば
こ

と
や
う
な
れ
ど
」
と
い
ふ
異
文
を
校
合
し
て
居
る
の
に
引
か
れ
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
で
」
と
、
こ
と
な
る
」
即
ち

「言
、
異
な
る
」
と
読
ん
で
、
一，人
の
言

語
な
ど
は
ち
が
へ
ど
」
と
解
し
て
居
る
の
が
、
最
も
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
ふ

の
で
あ
る
。

こ
の
わ
ら
は
、
ふ
ね
を
こ
ぐ
ま
に
ノ
ヽ
、
や
ま
も

ゆ
く

と
み
ゆ
る
を
み

て
、
あ
や
し
き
こ
と
う
た
を
ぞ
よ
め
る
　
（
正
月
十
二
日
）

傍
点
の
部
分
を
、
山
田
博
士
は

「怪
し
き
異
歌
を
ぞ
詠
め
る
」
と
読
ん
で
居

ら
れ
る
。
こ
と
人
、
こ
と
ひ
と
ハ
ヽ
、
こ
と
も
の
ど
も
、
こ
と
ゞ
ま
り
等
に
は

他
の
字
を
当
て
ら
れ
た
か
ら
、
こ
れ
は

「変
な
普
通
と
は
か
に
っ
た
歌
」
の
意

に
と
ら
れ
た
の
で
、

「
あ
や
し
き
」
は
歌
に
か
、
ろ
修
飾
語
に
な
っ
て
居
る
。

古
人
は
こ
ゝ
を
ど
う
読
ん
で
居
た
か
。
先
づ
三
条
西
家
本
に
は
、　
で
」
と
」

と

「
う
た
」
と
の
間
に
朱
点
が
見
え
る
。
即
ち

「怪
し
き
こ
と
、
歌
を
ぞ
詠
め

る
」
と
読
ん
で
居
た
の
で
あ
る
。
次
に
妙
寿
院
大

に
は

「怪
言
喜
ヲ
ソ
ョ
メ

ル
」
と
漢
字
を
当
て
、
抄
は
之
を
採
っ
て

「
言
歌
と
は
た
ゞ
ご
と
う
た
な
ど
い

ふ
や
う
に
、
か
ぎ
る
事
な
く
、
あ
り
の
ま
ヽ
に
よ
め
る
事
な
る
べ
し
」
と
解
し

て
居
る
が
、
燈
は

「言
歌
と
か
ヽ
れ
た
る
は
、
あ
や
し
き
言
な
る
歌
を
と
い
ふ

心
な
る
べ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
語
を
な
さ
ず
」
と
い
っ
て
居
る
。
真
淵
が

あ
や
し
き
こ
と
に
て
、
句
を
き
る
べ
し
、
漢
文
の
例
、
物
語
な
ど
に
多
し
、

九
歳
ば
か
り
な
る
わ
ら
は
の
、
そ
の
と
し
ご
ろ
よ
り
は
を
さ
な
き
う
ま
れ
の

も
の
が
歌
を
よ
み
た
る
は
、
あ
や
し
きヽ
事
か
な
と
、
詞
を
あ
や
に
い
へ
る
な

と
い
っ
た
こ
と
が
考
証
に
見
え
、
宇
万
彼
も
真
淵
の
説
に
よ
っ
た
こ
と
が
澄
に

出
て
居
る
。
つ
ま
り
国
学
が
興

っ
た
頃
、
三
条
西
家
本
時
代
の
読
み
方
に
復
し

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
は
考
証
も
真
淵
説
に
よ
り
、
燈
は

「
あ
や
し
き
こ
と

ヽ
い
ふ

一
句
を
は
さ
み
て
か
ヽ
れ
た
る
な
り
、
あ
や
し
き
こ
と
に
は
歌
を
ぞ
よ

め
る
と
い
ふ
心
に
み
る
べ
し
」
と
い
ひ
、
創
見
も

「怪
し
き
事
か
な
、
歌
を
ぞ

よ
み
出
で
た
る
と
也
」
と
い
ひ
、
解
に
は

藤
井
氏
云
、
云
々
こ
と
と
云
さ
し
た
る
や
う
な
る
は
、
歎
息
の
意
を
含
た
る

言
な
り
と
い
は
れ
き
、
こ
ゝ
も
し
か
な
り
、
哉
字
を
加
て
心
得
べ
し
、
あ
や



し
き
事
は
、
常
は
才
覚
無
み
ゆ
る
者
の
歌
よ
み
し
を
、
い
た
く
驚
め
で
た
る

由
な
り

と
い
っ
て
居
る
。

橘
氏
が
、
源
氏
葵
巻
、
賞
之
の
歌
、
こ
の
日
記
の

「浪
の
た
つ
な
る
こ
と
ヽ

う
れ
へ
い
ひ
て
よ
め
る
歌
」
（
正
月
七
日
）
、　
ア
」
の
月
ま
で
な
り
ぬ
る
こ
と
ヽ

な
げ
き
て
」

（
二
月

一
日
）
の
例
を
お
げ
、

「
ね
た
き
、
い
は
ざ
ら
ま
し
を
」

（
二
月
七
日
）
と
、

「
」
と
」
を
略
し
た
例
さ
へ
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、　
フ
」

と
」
は
す
べ
て

「
こ
と
よ
」
の
意
で
あ
る
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
の
は
、
動
か
ぬ

説
だ
と
思
ふ
。
な
ほ
私
が
蛇
足
を
加

へ
る
が
、
正
月
七
日
の
条
に
は

「
い
と
を

か
し
き
こ
と
か
な
、
よ
み
て
ん
や
は
、
よ
み
つ
べ
く
は
、
は
や
い
へ
か
し
」
と

い
ふ
例
が
あ
っ
て
、
二
月
七
日
の
例
と
は
反
対
に
、
フ
」
と
」
の
下
に
「
か
な
」

ま
で
つ
い
て
居
る
。

か
ぢ
と
り
の
ま
う
し
て
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
、　
こ
の
ぬ
さ
の
ち
る
か
た

に
、
み
ふ
ね
す
み
や
か
に
こ
が
し
め
た
ま
へ
と
、
ま
う
し
て
た
て
ま
つ
る

（
正
月
十
六
日
）

と
あ
る
。
燈
の

「
こ
と
は
」
の
議
に

「
か
ぢ
と
り
が
ぬ
さ
奉
る
と
て
、
神
に
い

の
り
申
す
詞
に
は
と
の
心
な
り
、
こ
と
ヽ
は
片
本
に
言
と
か
け
る
字
の
心
な
る

べ
し
」
と
あ
る
通
り
で
あ
ら
う
。
片
木
は
片
仮
名
本
の
略
で
、
妙
寿
院
本
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
ヽ
は
日
本
古
典
全
書
木
に

「言
葉
」
と
当
て
て
あ
る
外
、
異
説

あ
る
を
知
ら
な
い
。

お
ひ
か
せ
の
ふ
き
ぬ
る
と
き
は
ゆ
く
ふ
ね
の
ほ
て
う
ち
て
こ
そ
う
れ
し
か

り
け
れ

　
（
正
月
十
六
日
）
　
　
　
・

と
い
ふ
歌
に
つ
い
て
、
創
見
に
は

「
う
れ
し
か
り
」
の

「
か
り
」
は
濁
り
て
唱

ふ
べ
し
と

い
っ
て
居
る
。
併
し
景
樹
は
、
定
家
本
系
統
の
抄
に

「
ゆ
く
ふ
ね

も
」
と
あ
る
の
に
従

っ
て
、

「う
れ
し
が
り
け
れ
」
と
濁
っ
て
読
ん
だ
の
で
、

創
見
の
附
録
に
も

妙
寿
本
、
六
帖
に
行
く
舟
の
と
あ
る
は
訛
也

（中
略
）
こ
は
嬉
し
が
り
と
濁

る
に
心
の
つ
か
ざ
る
よ
り
、
解
き
わ
づ
ら
ひ
て
、
の
に
直
し
た
る
も
の
也

と
い
っ
て
居
る
が
、

「行
く
舟
も
」
は
定
家
の
み
の
誤
写
で
、

「
の
」
の
方
が

正
し
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
反
対
に

「
の
」
を
訛
と
見
た
の
で
、
之

を
景
樹
の
定
説
と
見
る
こ
と
は
、
控
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
燈
は
抄
に
従
っ
て
、

本
文
を

「
ゆ
く
舟
も
」
と
し
て
居
る
が
、

「
ゆ
く
舟
も
」
を

「
ρ
一
と
あ
る
本
、
そ
の
意
大
に
異
な
り
、

「も
」
に
し

た
が
は
ゞ
、
舟
中
の
人
々
の
手
を
拍
て
よ
ろ
こ
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
舟
ま
で
も

よ
ろ
こ
ぶ
さ
ま
な
る
心
と
な
る
な
り
、

「
の
」
に
し
た
が
は
ゞ
、
こ
れ
は
よ

せ
の

「
の
」
に
て
、
ゆ
く
舟
の
帆
手
う
つ
ご
と
く
、
舟
中
の
人
々
、
手
を
拍

て
う
れ
し
む
心
と
な
る
な
り
、

「
の
」
も
じ
に
し
た
が
は
ゞ
、
穏
し
か
る
べ

し
、

「も
」
じ
に
従
は
ゞ
、
下
の

「
う
れ
し
か
り
け
れ
」
の

「
か
」
も
じ
清

み
て
は
、
舟
が
う
れ
じ
む
心
と
は
間
が
た
け
れ
ば
、

「
か
」
も
じ
に
ご
り
て

「う
れ
し
が
り
け
れ
」
と
よ
む
べ
し
、
し
か
れ
ど
も
あ
ま
り
に
ひ
な
び
た
る

詞
つ
き
な
れ
ば
、
猶

「
の
」
も
じ
の
か
た
に
し
た
が
ふ
べ
く
や

と
い
っ
て
居
る
の
は
、
穏
健
な
説
で
あ
る
。
橘
氏
が
定
家
木
に
従

っ
て

「行
く

舟
も
」
と
し

「
う
れ
し
か
り
け
れ
」
と
清

ん
で
居
ら
れ
る

の
と
、
萩
谷
氏
が

「
ゆ
く
丹
の
」

に
従
っ
て
　
一～う
れ
し
が
り
け
れ
」

と
濁
っ
て
居
ら
れ
る
の
と

は
、
共
に
古
人
の
説
と
全
然
反
対
で
あ
る
。

か
く
い
ひ
つ
ヽ
く
る
ほ
ど
に
　
（
二
月
五
日
）

山
田
博
士
は

「
か
く
言
ひ
続
く
る
程
に
」
と
読
ん
で
居
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は



「
か
く
言
ひ
つ
ゝ
来
る
程
に
」
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
類
例
は
、
山
田
博

士
の
本
に
、

か
く
言
ひ
て
眺
め
つ
ゝ
来
る
間
に
　

（
三
三
ノ
九
）

か
く
言
ひ
つ
ヽ
漕
ぎ
行
く
　

（
二
七
ノ
五
）

か
く
歌
ふ
を
聞
き
つ
ゝ
漕
ぎ
来
る
に
　

（
二
二
ノ
五
）

か
く
言
ひ
つ
ゝ
行
く
に
　

（
三
二
ノ
一
〇
）

な
ど
が
あ
っ
て
、
何
れ
も
歌
か
詞
か
の
次
に
来
る
句
で
あ
る
。
な
ほ

「
と
」
で

受
け
た
も
の
の
中
に
は

と
言
ひ
つ
ヽ
な
ん
　
（
一
四
ノ
一
二
）

の
や
う
に
、
下
の

「来
る
」
や

「行
く
」
の
略
さ
れ
た
も
の
さ
へ
あ
る
。
二
月

五
日
の
条
の
も
、

「
っ
ゝ
」
を
助
詞
と
見
る
方
が
穏
か
で
あ
ら
う
。

こ
ゝ
ろ
も
と
な
さ
に
あ
け
ぬ
か
ら
ふ
ね
を
ひ
き
つ
ヽ
の
ば
れ
ど
も
、
か
は

の
み
づ
な
け
れ
ば
、
ゐ
ざ
り
に
の
み
ぞ
ゐ
ぎ
る
　
（
二
月
九
日
）

傍
点
の
所
は
、
普
通
「明
け
ぬ
か
ら
、
船
を
牽
き
つ
ヽ
」
と
読
ん
で
ゐ
る
が
、

妙
寿
院
本
は

「明
ヌ
虚
舟
ヲ
引
ツ
ヽ
」
と
読
み
、
抄
も
と
に
な
ら
っ
て

「
か
ら

ふ
ね
は
虚
舟
也
、
人
乗
ぬ
ふ
ね
也
」
と
註
し
、
首
書
本
は
更
に

「水
あ
さ
く
て

ひ
き
舟
に
し
た
る
成
べ
し
、
さ
れ
ば
か
ろ
く
せ
ん
と
て
、
よ
の
舟
へ
も
の
り
う

つ
り
た
る
べ
し
」
と
想
像
を
加
へ
て
居
る
。
さ
う
読
ま
う
と
す
る
と
、
心
も
と

な
さ
の
中
に
夜
は
あ
け
て
、
九
日
に
な
っ
た
、
人
々
は
船
か
ら
下
り
て
、
か
ら

舟
に
し
て
引
き
つ
ヽ
の
ぼ
っ
た
意
と
な
る
が
、
そ
の
前
後
の
文
に
、
舟
か
ら
下

り
た
様
子
も
、
他
の
船
に
乗
り
う
つ
っ
た
様
子
も
、
徒
歩
し
た
様
子
も
、
車
に

乗
っ
た
様
子
も
な
い
。
そ
の
後
、
考
証
の
標
註
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
契
沖

や
人
江
昌
意
に
よ
っ
て
正
し
く
読
み
な
ほ
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら

「
あ
け
ぬ
」
で

句
と
す
る
人
は
無
い
。

青
鉛
書
屋
木
は
、
嘉
頑
二
年
に
為
家
が
貫
之
自
筆
大
を
一
字
を
違
へ
ず
書
写

し
た
も
の
を
、
更
に
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
為
家
本
は
今
所
在
不
明
で
あ
る

が
、
仮
名
の
字
形
、
和
歌
の
書
き
様
等
、
す
べ
て
原
本
の
ま
ゝ
を
損
し
た
も
の

で
あ
り
、
青
鉛
書
屋
本
は
叉
、
為
家
本
の
単
な
る
転
写
本
で
は
な
く
、
複
製
六

と
も
云
ふ
べ
き
程
に
、
忠
実
か
つ
厳
密
な
態
度
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
か
に
さ
れ
て
居
る
。
貫
之
自
筆
木
の
ほ
ゞ
完
全
に
再
建
さ
れ
た
の
は
、

青
鉛
書
屋
本
の
存
在
し
て
居
る
為
で
あ
る
。

青
鉛
書
屋
本
は
漢
字
を
使
用
す
る
こ
と
の
非
常
に
少
い
本
で
あ
る
。
従
っ
て

貫
之
自
筆
本
も
さ
う
で
あ
っ
た
ら
う
。
試
に
、
最
初
の
十
分
の
一
、
真
中
の
十

分
の
一
、
最
終
の
十
分
の
一
を
取
っ
て
、
そ
の
中
に
使
用
し
て
あ
る
漢
字
を
数

へ
て
み
る
。
但
し
日
附
は
す
べ
て
漢
字
で
あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
に
は
数
へ
な
い
。

定
家
本
は
漢
字
が
二
百
四
字
、
三
条
西
家
本
は
百
四
十
九
字
、
図
書
寮
本
は
五

十
四
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
青
鉛
書
屋
本
は
僅
か
二
十
四
字
で
あ
る
。

池
田
博
士
の
平
仮
名
字
体
統
計
表
の
附
録
の
漢
字
表
に
よ
る
と
、
青
鉛
書
屋

本
中
の
漢
字
は
、
日
附
を
除
く
と
、
二
十

一
語
、
三
十
三
字
、
三
十
九
回
で
あ

る
。
但
し
院
は
七
十
八
頁
に
三
度
出
て
居
る
し
、
九
十
頁
の

「千
と
せ
」
を
仮

名
と
見
て
拳
げ
て
居
ら
れ
な
い
が
、
九
十
二
頁
に
あ
る
の
と
比
べ
る
と
、
漢
字

と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
従
っ
て
二
十
二
語
、
三
十
四
字
、
四
十
一
回
と
な

ら
う
。

漢
字
の
二
十
二
語
の
う
ち
、
日
記
、
講
師
、
自
散
、
宇
多
、
明
神
、
病
者
、

院
、
故
、
中
将
、
相
応
寺
の
十
語
は
、
必
ず
音
読
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
郎
等

を

「
を
の
こ
ら
」
と
読
む
へ
も
あ
る
が
、

「
ら
う
と
う
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ら

う
。
後
の
も
の
だ
が
、
源
氏
玉
葛
、
浮
舟
に
例
が
あ
る
。

「
五
色
に
い
ま
ひ
と

い
ろ
ぞ
た
ら
ぬ
」

（
二
月

一
日
）
は
、
単
に
五
種
の
色
を
い
ふ
の
で
は
な
い
、



青
黄
赤
白
黒
の
五
色
を
指
す
語
で
あ
る
か
ら
、
当
然
音
読
す
べ
き
で
あ
る
。

「
一
文
字
を
だ
に
し
ら
ぬ
も
の
し
が
、
あ
し
は
十
文
字
に
ふ
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ
」

（十
二
月
十
四

，日
）
も
、
こ
ヽ
で
は
文
字
の
数
を
い
ふ
の
で
は
な
く
、　
一
と
い

ふ
文
字
、
十
と
い
ふ
文
字
の
意
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
音
読
す
べ
き
で
あ
る
。
願

は

「
い
づ
み
の
く
に
ま
で
と
た
ひ
ら
か
に
願
た
つ
」

（十
二
月
十
二
日
）

「
お

ば
ろ
げ
の
願
に
よ
り
て
に
や
あ
ら
ん
」

（
正
月
十

一
日
）
の
二
つ
と
も
、
神
仏

に
祈
願
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
音
読
す
べ
き
で
あ
る
。
音
読
す
る
例
は
竹
取

物
語
以
下
に
多
く
あ
る
。
池
田
博
士
の
挙
げ
ら
れ
た
他
の
六
大
も
、
す
べ
て
漢

字
で
あ
る
。
必
ず
訓
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
、
子
日
、
人
、
子
、

千
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
画
の
少
い
字
で
あ
っ
て
、
貫
之
は
平
素
の
筆
癖
で
、
漢

字
で
書
い
た
の
で
あ
ら
う
。
か
う
見
て
く
る
と
、
貫
之
が
漢
字
で
書
い
た
詞

は
、
大
体
音
読
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
・

京
は
十
二
回
出
て
来
る
が
、
他
の
六
本
も
、
す
べ
て
十
二
回
と
も
京
と
書
い

て
居
る
、

「
み
や
こ
」
と
書
い
た
の
は

一
本
も
無
い
。
　
一，み
や
ンと

は
十

一
回

出
て
来
る
が
、
之
に
都
を
当
て
た
本
は
あ
る
が
、
京
を
当
て
た
大
は

一
本
も
無

い
。
写
し
た
人
も
、
京
と

「
み
や
こ
」
と
を
、
意
識
し
て
書
き
分
け
た
の
で
は

な
い
か
。

万
葉
集
の
歌
に
は
、
京
を

「
み
や
こ
」
と
読
む
の
が
十
八
首
ほ
ど
あ
る
が
、

「き
や
う
」
と
読
む
の
は

一
首
も
無
い
。

「き
や
う
」
が
歌
語
で
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
ら
う
。
前
代
の
歌
で
京
を

「
み
や
こ
」
と
読
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
土

佐
日
記
の
散
文
の
中
の
京
を
、
同
様
に

「
み
や
こ
」
と
読
め
と
い
ふ
の
は
無
理

で
あ
ら
う
。

「
み
や
こ
」
と
歌
に
詠
み
こ
ん
だ
の
は
五
首
あ
る
が
、
京
と
詠
み

こ
ん
だ
の
は

一
首
も
無
い
。
や
は
り

「き
や
う
」
が
歌
語
で
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ら
う
。

「
日
を
の
ぞ
め
ば
み
や
こ
と
ほ
し
」
は
詩
の
句
で
あ
り
、

「
み
や
こ

ぼ
こ
り
」
は
俗
諺
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「き
や
う
」
と
変

へ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
残
り
の
四
つ
は

「
あ
は
ぢ
の
し
ま
の
お
ほ
い
こ
、
み
や
こ
ち
か

く
な
り
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
て
」

（
二
月
六
日
）

一‐け
ふ
は
み
や
こ
の

み
ぞ
お
も
ひ
や
ら
る
ヽ
」

（元
日
）
の
や
う
に
、
他
の
人
の
こ
と
か
、　
一
同
の

こ
と
で
誰
彼
な
し
の
場
合
に
使
は
れ
て
居
る
。
そ
れ
が
死
ん
だ
子
の
こ
と
に
な

る
と
、
三
回
と
も
京
と
書
き
、
い
よ
ノ
ヽ
山
崎
に
着
い
て
か
ら
は
、
六
回
つ
ゞ

け
て
京
と
ば
か
り
書
い
て
居
る
。
こ
れ
だ
け
の
例
な
ら
ば
、

「
み
や
こ
」
は
帝

都
又
は
帝
都
の
方
の
意
、
京
は
京
都
の
こ
と
で
、
感
情
の
高
ま
っ
た
時
や
、
近

く
ま
で
帰
り
、
叉
京
都
に
帰
り
着
い
た
時
に
使
っ
た
の
だ
と
も
い
へ
よ
う
。
京

の
残
り
の
三
回
の
う
ち
、

「京
の
ち
か
づ
く
よ
ろ
こ
び
の
あ
ま
り
に
、
あ
る
わ

ら
は
の
よ
め
る
う
た
」

（
二
月
五
日
）
は
他
の
人
の
こ
と
で
あ
り
、

「
を
と
こ

も
を
ん
な
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
と
お
も
ふ
こ
ヽ
ろ
あ
れ
ば
」

（
正
月

十

一
日
）
と

「
む
つ
き
な
れ
ば
、
京
の
ね
の
ひ
の
こ
と
い
ひ
い
で
ヽ
」

（
正
月

十
九
日
）
と
は

一
同
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
こ
の
三
つ
の
為
に
、
貫
之
が
京
と

「
み
や
こ
」
と
を
書
き
分
け
た
標
準

を
立
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
五
色

　ヽ
一
文
字
、
十
文
字
、
願
の
や

う
に
、訓
読
も
で
き
る
詞
を
漢
字
で
書
い
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ン」
の
京
も
、

同
様
に

「き
や
う
」
と
音
読
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

「き
や

う
」
と
音
読
す
る
例
は
、
伊
勢
物
語
以
下
、
後
の
も
の
に
は
多
い
。

最
後
に

「
け
ふ
せ
ち
み
す
れ
ば
、
い
を
不
用
」

（
二
月
八
日
）
は
、
音
読
し

て
も
意
は
通
じ
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
ヽ
は

「も
ち
ゐ
ず
」
と
読
む
の
が
穏
当
で

あ
ら
う
。
貫
之
は
平
素
漠
文
体
の
日
記
其
他
を
書
い
て
居
た
癖
で
、
ふ
と
か
う

書
い
た
の
で
は
な
い
か
。

（昭
和
十
六
九
十
八
稿
）
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