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勢
語
通
に
つ
い
て

八

木

毅

一

「宝
暦
元
年
冬
し
は
す
筆
を
列
庵
の
南
窓
に
と
る
」

こ
れ
は
二
巻
四
冊

（内
巻
上
下
、
外
巻
上
下
）
か
ら
な
る
勢
語
通
、
五
井

蘭
洲
目
筆
本

（
懐
徳
堂
蔵
）
の
奥
書
で
あ
る
。

勢
語
通
は
蘭
洲
の
和
学
関
係
の
著
述
申
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
成
立
年
代

の
最
も
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
拾
穂
抄
を
あ
ら
は
し
た
北
村
季
吟
は
蘭
洲
八
才
の
時
に
亡
く
な

り
、
伊
勢
物
語
童
子
間
を
あ
ら
は
し
た
荷
田
春
満
は
蘭
洲
三
十
九
才
の
時
に

歿
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
彼
が
伊
勢
物
語
の
注
解
の
書
と
し
て
勢
語
通
を
著
作

す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ち
ば
ん
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
契
沖
の
勢
語
臆
断

は
、
彼
の
生
れ
る
五
年
前
の
元
藤
五
年
九
月
に
、
契
沖
の
兄
如
水
に
よ
っ
て

浄
書
さ
れ
た
旨
が
、
同
書
（円
珠
庵
蔵
本
）
の
奥
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

現
在
、
懐
徳
堂
に
所
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
蘭
洲
自
筆
の
勢
語
通
は
縦
三
十
糎
、

横
二
十
糎
の
美
濃
紙
袋
綴
で
、
同
筆
に
よ
る
題
蜜
に
は
勢
語
通
内
巻
上
（以

下
三
巻
こ
れ
に
類
す
）
と
あ
る
。

内
容
記
述
の
順
序
は
、
内
巻
の
巻
初
に
先
づ
伊
勢
物
語
の
解
題
に
始
ま
る

序
文
が
あ
り
、
そ
こ
で
蘭
洲
独
自
の
勢
語
観
が
披
涯
さ
れ
、
内
巻
、
外
巻
の

区
肌
は
そ
れ
に
所
Ｌ
す
る
も
の
で
ぁ
る
こ
と
を
明
．ら
力、
に
し
て
み
る
０
外
の

巻
の
巻
頭
に
は
、
勢
語
通
の
旨
意
を
簡
明
に
再
説
し
て
識
語
と
し
て
ゐ
る
。

次
に
勢
語
通
の
構
成
の
大
略
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

二

勢
語
通
は
蘭
洲
の
勢
語
観
の
顕
著
な
る
投
影
で
あ
る
。
勢
語
通
の
一
大
特

色
は
実
に
か
か
っ
て
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

契
沖
は
勢
語
臆
断
の
巻
頭
に
、

「此
伊
勢
物
語
は
在
原
業
平
朝
臣
の
一
生

の
事
を
し
る
せ
り
」
と
言
ぅ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
に
い
歴
史
的
な
事

実
之
し
て
の
業
平
の
自
記
と
、
文
勢
を
そ
へ
る
た
め
虚
実
と
り
ま
ぜ
た
実
録

な
ら
ぬ
後
人
に
よ
る
作
り
物
語
と
が
混
汚
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る

が
、
具
体
的
に
ど
の
段
が
前
者
で
、
ど
の
段
が
後
者
で
あ
る
と
い
ふ
裁
然
た

る
三
分
は
試
み
な
か
っ
た
。

蘭
洲
は
勢
語
臆
断
に
お
い
て
契
沖
の
試
み
な
か
っ
た
右
の
三
分
を
勢
語
通

の
内
巻
と
外
巻
と
い
ふ
形
で
実
践
し
た
。　
か
う
し
た
勢
語
の
内
容
に
よ
る

排
列
変
へ
を
し
た
も
の
は
、
中
世
近
世
に
か
け
て
ざ
っ
と
算
へ
た
だ
け
で
も

四
十
を
越
す
注
釈
書
の
う
ち
に
も
ご
く
少
数
し
か
な
い
や
う
で
あ
る
。
∩
伊

勢
物
語
披
雲
」
は
主
人
公
の
推
定
年
令
順
に
配
列
す
る
と
云
）
蘭
洲
に
よ
れ

ば
伊
勢
物
語
は
中
将

（業
平
を
彼
は
中
将
と
し
か
云
は
な
い
）
の
こ
と
を
主

と
し
て
か
い
た
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
全
篇
を
二
巻
に
分
ち
、　
一
、
実
事
と

考
へ
る
段
だ
け
を
抜
き
だ
し
た
古
人
の
注

（
主
と
し
て
幽
斎
ｏ
契
沖
）
を
用

ひ
、
蘭
洲
み
づ
か
ら
も
意
見
を
加
へ
、
そ
れ
を
内
巻
と
し
、
子
女
の
教
養
の

書
と
し
て
用
い
て
も
差
支
へ
な
い
や
う
に
し
た
。
こ
の
巻
で
は
、
業
平
に
慨

世
憂
国
の
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
好
色
漢
の
汚
名
を
雪
が
ん



こ
と
を
ね
が
っ
た
。
一【
男
女
の
あ
る
ま
じ
き
密
力、
ご
と
を
書
い
て
あ
る
の

は
多
く
は
作
り
こ
し
ら
へ
た
こ
と
で
、
実
事
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
集
め
て

外
の
巻
と
し
た
。
外
巻
は
た
だ
に
歌
が
あ
る
の
を
利
用
し
て
虚
構
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
な
ん
の
と
る
と
こ
ろ
も
な
い
が
、
修
辞
ｏ
表
現
の
す
ぐ
れ
て

ゐ
る
に
よ
っ
て
従
来
の
諸
注
の
久
を
補
っ
て
注
解
を
施
し
た
の
で
あ
る
一

「作
り
も
の
が
た
り
と
見
ゆ
る
し
て
見
れ
ば
叉
髪
を
い
ま
し
む
る
た
よ
り
と

も
な
ら
ん
か
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
蘭
洲
は
こ
の
巻
の
意
義
を
考
へ
て
み
る
。

′
と
こ
ろ
で
，そ
の
外
巻
の
内
に
も

「中
将
の
心
あ
り
て
よ
め
る
も
見
ゆ
れ
ど

詞
書
を
男
女
の
こ
と
に
託
し
て
い
へ
れ
ば
内
の
巻
に
入
べ
く
も
あ
ら
ず
六
識

語
）
と
内
巻
・
外
巻
の
区
別
の
基
準
を
、
物
語
的
要
素
の
文
芸
的
価
値
に
お

↑
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
倫
理
的
判
断
に
お
い
て
ゐ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
ゐ
る
。

童
子
間
も
ま
た
伊
勢
物
語
に
対
し
て
儒
教
的
な
道
徳
思
想
で
み
て
ゐ
て
、

純
粋
な
文
学
的
理
会
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
点
や
幽
斎
の
開
疑
抄
を
尊
重
し
て

ゐ
る
点
で
勢
語
通
と
共
通
し
て
ゐ
る
が
、
主
人
公
を
実
在
し
た
人
物
業
平
と

は
み
な
い
点
、
つ
ま
り
業
平
の
歌
は
か
り
て
ゐ
る
が
物
語
は
全
く
架
空
な
も

の
で
あ
る
と
考
へ
る
点
に
お
い
て
勢
語
通
と
相
違
し
て
ゐ
る
。

伊
勢
物
語
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
古
来
①
業
平
自
記
説
（袖
中
抄
）、
②
業

却〕囃〔に馴れ】申請椰野酔税稀どっけ証請』翻鍵型理雌だ一“げ御

の
成
立
の
事
情
は
不
詳
と
す
る
他
な
い
が
、
勢
語
通
は
聞
疑
抄
に
従
っ
て
前

述
②
の
説
を
執
り
、
女
房
伊
勢
が
、
業
平
の
自
身
書
い
た
も
の
を
も
と
に
し

言
葉
を
加
へ
、
虚
構
も
し
て
七
探
后
温
子
に

・奉
っ
た
も
のヽ
で
あ
る
と
し
て

ヽ
ゐ

る
。

具
体
的
に
は
伊
勢
物
語
の
④
発
端
か
ら
第
一
一
三
段

（昔
男
や
も
め
に
て

ゐ
て
）
ま
で
の
間
は
元
来
業
平
の
心
あ
り
て
か
け
る
自
記
で
あ
っ
た
と
推
定

し
、
そ
の
自
記
に
対
し
て
伊
勢
が
清
書
す
る
時
、
少
し
づ
つ
書
き
改
め
、
ま

た
詞
を
く
は
へ
、
業
平
に
関
係
の
な
い
こ
と
を
も
の
せ
、
作
者
不
明
の
歌
を

も
加
へ
た
と
す
る
。
③
第
一
一
三
段
（昔
仁
和
の
み
か
ど
）
以
後
の
段
は
伊

勢
が
聞
云
へ
た
所
を
④
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
終
り
に
業
平
の
臨
終
の

歌
を
の
せ
た
の
は
、
自
記
で
は
な
い
と
い
ふ
証
と
し
た
も
の
で
あ
り
い
年
代

的
に
伊
勢
歿
後
の
記
事
の
あ
る
の
は
、
後
人
の
註
が
本
文
へ
窟
入
し
た
の
で

あ
る
、
と
序
文
で
い
っ
て
ゐ
る
。　
　
　
　
　
′　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ま
た
、
段
序
の
た
て
か
た
に
つ
い
て
、
か
う
い
っ
て
ゐ
る
。
元
来
は
一
段

々
々
が
内
的
に
密
接
に
連
関
し
て
ゐ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
伊
勢
の
作
意
が
加

は
っ
て
、
次
第
に
そ
の
つ
づ
き
具
合
が
稀
薄
化
し
た
。
そ
し
て
巻
初
の
五
巻

を
外
巻
の
巻
初
に
お
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は

「わ
れ
こ
こ
ろ
あ
り
て
か
く
置

あ
ら
た
め
た
り
」
と
だ
け
弁
じ
て
ゐ
る
。

以
下
、
伊
勢
物
語
０
主
人
公
を
業
平
と
し
、
そ
の
本
文
を
業
平
の
■
記
と

す
る
勢
語
通
の
内
部
に
立
入
っ
て
蘭
洲
の
見
解
を
尋
ね
て
み
よ
う
。

〓
一
　

　

　

　

´

第
八
十
三
段

「世
の
中
に
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
」
の
歌
に
対
し
て
蘭
洲
は
、「中

将
の
こ
こ
ろ
孝
行
な
る
を
こ
の
歌
並
に
詞
書
に
て
お
し
て
し
る
べ
し
」
と
い

ひ
、
そ
の
次
の
段
の
注
解
に
お
い
て
、「
こ
の
前
段
は
、
老
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別

れ
の
歌
の
段
な
り
、
忠
孝
を
な
ら
べ
た
り
。」
と
い
っ
て
居
る
。

第
五
十
段
「う
ゑ
じ
う
ゑ
ば
」
０
歌
の
注
に
、「う
ゑ
し
う
ゑ
は
重
ね
祠
な

り
、
下
に
罰
を
ふ
た
つ
に
ヽ
ひ
な
ｔ
ｔ
る
は
上
の
旬
に
重
ね
た
‐り、
こ
れ
中



将

の
民
骨
な
り
…
…
Ｌ
人
中
将

の
規
し
き
友
た
ち
に
て
、

さ
て
不
通

の
人
な

る
べ
し
、
今
こ
そ
不
遇
な
れ
、
時

の
い
た
ら
ば
必
志
を
得
て
さ
か
え
給
ふ
ベ

し
と
な
ぐ
さ
め
た
る
な
り
」
と
彼
は
業
平
を

″
不
遇
〃
な
る
人
物
と
し
て
把

握
し
て
ゐ
る
。

「
お
も
ふ
こ
と
」

の
歌
に
つ
い
て

「
そ
の

一
生
の
事
此
う
た

に
て
お
し
は
か
る
べ
し
…
…
こ
の

一
段
と
下

の

一
段
と
を
此
も

の
が
た
り
の

と
ぢ
め
に
お
け
る
を
見
れ
ば
、
（
作
者
）
伊
勢
は
中
将

の
心
中
を
は
か
り
知
れ

る
に
や
」

と
し
、
た
だ
中
将

の
人
と
な
り
を
知
り
、
英
時
勢
を
よ
く
う

か
が

ひ
は
か
つ
て
、
此
歌
を
あ
ぢ
は

っ
た
な
ら
ば
其

の
不
遇

の
人
の
片
鱗

に
で
も

ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
や
う
と
い

っ
て
居
る
。

こ
の
や
う
に
、
業
平
は
不
遇
で

風
骨
の
あ
る
人
で
あ
る
と
い
ふ
認
識

は
、
第
百
段

「
さ
く
ら
花

の
」

の
歌
を

注
し
て
、業
平
の
時
代
は
繁
栄
を
極
め
る
藤
原
氏
に
あ
げ
て
媚
び

へ
つ
ら
ひ
、

そ
の
恩
顧
を
か
う
む
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
者

の
徒
ら
に
多

い
時
代
で
あ

っ
た
。

そ

こ
で

「
こ
の
藤
氏
繁
栄
な
る
も
近
代

の
こ
と
に
て
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
か
み

は
か
く
は
な
か
り
し
な
り
、
ゆ
ゑ
に
あ
り
し
に
ま
さ
る
と
い
へ
り
」
と
説
き
、

僚
慨

の
心
が
実
外
に
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
。

そ
れ
故
、
三
代
実
録

に
業
平
の
人
物
を
評
し
た

「
放
縦
不
拘
」
の
句
も
決

し
て
好
色
の
意
に
は
と
ら
ず
託
す
る
所
あ
り
て
の
自
然
的
で
な
い
み
せ
か
け

の
振
舞
で
あ

っ
た
と
し
、
業
平

の
東
下
り
の
原
因
を
伊
勢
物
語
の
本
文
に
「
京

に
あ
り
わ
び
て
」
と
か

「
京
や
住
み
う
か
り
け
ん
」
と
か
拍
象
的
な
推
定
で

し
か
示
し
て
ゐ
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
旅
に
あ
る
業
平
が

「
京
に
お
も
ふ
人
に

い
ひ
や
な
」
の
文
中
お
も
ふ
人
と
あ
る
の
は
、
「
中
将

の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
同
じ

う
す
る
人
な
る
べ
し
、
婦
人
に
は
あ
ら
ぎ
る
べ
し
」
と
説
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ

な
ど
は
、
勢
語
通

の

一
大
特
色
で
あ
る
。
蘭
洲

に
よ
れ
ば
、
世
の
中
を
し
る

と
い
ふ
こ
と
は
国
家

の
混
乱
、朝
廷
の
盛
衰

の
よ
る
所
を
し
る
こ
と
で
あ
り
、

「歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど
」
と

「世
の
中
を
お
も
ひ．
し
り
た
る
」
と
を
逆
撲

せ
し
め
た
こ
の
物
語
作
者
の
意
図
を
、
歌
を
軽
ん
じ
、
世
の
中
の
こ
と
を
重

じ
て
ゐ
る
の
だ
と
し
、
彼
自
身
、
歌
は
し
ら
ず
と
も
世
の
中
の
こ
と
を
知
っ

て
ゐ
る
人
は
朝
家
の
御
か
た
め
、
天
下
の
お
も
し
と
な
る
こ
と
だ
ら
う
と
言
．

っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
蘭
洲
の
業
平
観
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
例
証
と
な

る
も
の
の
一
つ
は
第
六
十
一
段
の

「名
に
し
お
は
ゞ
」
の
項
で
あ
る
。
す
な

は
ち
そ
の
解
に
、
「
こ
の
男
「色
ご
の
み
と
み
づ
か
ら
ゆ
る
せ
ど
ま
こ
と
に
は

あ
ら
じ
と
な
り
。
こ
れ
ら
も
つ
く
り
て
い
へ
る
な
り
。」
と
あ
る
。

第
五
十
六
段

「む
か
し
男
、
人
し
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
、
つ
れ
な
き
人
の
も

と
に
、
恋
わ
び
ぬ
云
々
（歌
略
ど

を
蘭
洲
は
、
中
将
の
胸
中
お
し
、て
し
る
べ

し
、
良
工
心
独
苦
の
風
情
に
て
、
人
の
し
ら
ぬ
憂
を
常
に
心
に
も
た
る
故
、

み
な
わ
れ
か
ら
の
事
と
な
る
、
又
こ
の
こ
と
人
に
か
こ
ち
い
ひ
難
か
る
べ
け

れ
ば
恋
の
歌
に
よ
そ
へ
て
か
く
い
へ
る
な
り
。
世
の
歌
人
た
ち
、
ま
さ
に
中

将
の
心
を
し
ら
ん
や
、
と
彼
自
身
こ
の
段
を
外
巻
に
入
れ
て
お
き
な
が
ら
、

か
う
し
た
解
を
す
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
で
あ
ら
う
。
こ
れ
も
、
第
十
七
段

の

「く
れ
な
ゐ
に
」
の
贈
答
歌
が
、
蘭
洲
の
業
平
観
の
支
へ
と
な
っ
て
ゐ
る

こ
と
を
そ
の
注
解
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
は
ち

男
に
は
好
色
の
心
な
く
、
二
条
の
后
高
子
が
業
平
に
け
さ
う
し
か
け
て
来
た

の
に
対
し
て
、「女
の
い
き
過
た
る
を
い
ま
し
め
た
る
歌
」
で
あ
る
と
。
業
平

に
対
す
る
か
う
し
た
蘭
洲
の
理
解
の
仕
方
を
第
二
十
一
段
は
さ
ら
に
増
強
す

る
も
の
で
あ
る
。
業
平
は
容
貌
閑
麗
と
史
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
推

し
て
も
、
宮
廷
婦
人
の
あ
まヽ
た
彼
を
恋
慕
し
た
ら
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ

れ
る
と
し
、
さ
う
し
た
場
合
に
も
、
彼
は
女
房
た
ち
に
い
ら
へ
も
し
な
い
で

却
っ
て
そ
し
ら
れ
、
彼
女
ら
の
中
に
は
彼
を

「う
ら
め
る
も
お
ほ
か
り
し
と



お
も
は
る
」
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
段
終
り
の

「
二
条
の
き

さ
き
の
ま
だ
み
が
ど
に
も
云
々
」
の
本
文
を
、
諸
註
に
従
っ
て
後
人
の
書
加

へ
と
し
、
か
う
し
た
宮
廷
の
、
こ
と
に
后
の
恋
物
語
に
は
名
を
い
ひ
あ
ら
は

さ
ぬ
を
本
意
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
用
の
注
で
あ
る
。

「実
不

実
た
し
か
な
ら
ね
ば
信
ず
る
に
た
ら
ず
」
と
却
け
て
ゐ
る
。

蘭
洲
は
業
平
を

「好
色
の
先
達
」
の
位
置
か
ら
引
き
下
ろ
し
、
そ
の
代
り

に
、
不
遇
で
、
憂
国
の
志
の
あ
る
、
糠
慨
の
士
と
い
っ
た
偶
像
に
し
て
し
ま

っ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西
村
天
囚
氏
の
懐
徳
堂
考
の
蘭
洲
略
伝
を
参
照
せ

ら
れ
た
な
ら
ば
分
る
や
う
に
、
蘭
洲
自
身

『
ひ
そ
か
に
特
む
べ
き
学
才
を
も

っ
て
ゐ
る
の
に
、
不
遇
で
あ
る
』
と
い
ふ
意
識
が
あ
っ
て
、
数
々
の
運
命
の

冷
遇
に
出
合
っ
た
彼
の
心
が
実
感
を
以
て
、
彼
自
身
の
祀
り
あ
げ
た
在
五
中

将
の
偶
像
に
共
感
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
こ
の
こ
と
は
彼

が
、
三
十
才
、
江
戸
に
住
ん
で
ゐ
た
頃
、
隅
田
川
の
畔
に
あ
る
在
五
祠
に
題

し
て

薄

倖

名

空

在

遺

文

血

食

長

可

隣

風

雪

夜

誰

為

断

愁

傷

と
い
ふ
小
絶
句
を
も
の
し
て
ゐ
る
の
に
よ
っ
て
も
知
り
う
る
で
あ
ら
う
。

四

勢
語
通
の
内
の
巻
は
既
述
の
如
く
高
い
倫
理
性
を
も
つ
も
の
だ
と
い
ふ
考

へ
を
も
っ
て
蘭
洲
の
編
輯
し
た
巻
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「我
家
の
い
せ
も
の

が
た
り

´
と
し
、
ひ
と
つ
子
の

‥む
す
め
に
ょ
ま
し
た
　
・め
ん
と
序
攻
で
言
つ
て

，
ゐ

る
の
を
見
て
彼
が
こ
れ
ら
の
物
語
か
ら
、
何
か
教
訓
を
得
、
子
女
を
教
養
せ

ん
と
し
た
意
図
が
く
み
と
ら
れ
る
。
さ
う
し
た
心
が
け
か
ら
、
蘭
洲
の
内
巻

に
入
れ
る
べ
き
段
は
、
中
将
の
自
記
と
い
ふ
、
彼
自
身
の
用
意
し
た
ふ
る
い

に
か
け
て
綿
密
に
審
査
さ
れ
て
ゐ
る
。
外
巻
は
、
さ
う
し
た
彼
の
意
図
に
即

さ
な
い
も
の
で
あ
り
、倫
理
性
の
低
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
０

さ
う
し
た
意
味
で
第
二
十
三
段

「
つ
つ
ゐ
づ
つ
」
の
歌
の
あ
る
段
が
外
の

巻
に
追
ひ
出
さ
れ
た
こ
と
に
は
蘭
洲
の
心
が
よ
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
て
興
味
が

あ
る
。此

歌
女
の
き
は
め
て
貞
心
な
る
に
、
い
か
な
れ
ば
内
の
巻
に
と
り
出
で

ざ
る
。
貞
心
は
誠
に
貞
心
な
れ
ど
親
の
あ
は
す
れ
ど
き
か
ざ
り
し
は
、
人

の
む
す
め
の
正
し
き
道
に
は
か
な
は
ず

蘭
洲
の
倫
理
観
は
右
の
言
葉
に
お
い
て
端
的
に
よ
み
と
ら
れ
る
こ
と
で
あ

ら
う
。

ま
た
、
「山
し
ろ
の
」
の
歌
（第
百
二
十
二
段
）
に
対
し
て
、
蘭
洲
は
、「世

間
の
事
に
誓
約
し
た
る
事
を
中
ご
ろ
変
じ
た
る
人
の
あ
り
て
、
こ
の
男
女
の

こ
と
に
託
し
て
い
へ
る
か
…
…
お
よ
そ
、
世
の
廉
恥
を
し
ら
ぬ
人
は
約
を
変

ず
る
こ
と
を
な
に
と
も
お
も
は
ぬ
も
の
な
り
。
皆
利
害
を
ゑ
ら
み
、
去
就
に

か
ろ
き
者
の
し
わ
ざ
な
り
」
と
い
ひ
、「外
の
巻
の
よ
き
巻
軸
の
歌
也
」
と
い

っ
て
ゐ
る
。

か
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
伊
勢
物
語
の
各
段
を
考
へ
、
彼
の
偶
像
と
し
て

の
″
中
将
業
平
″
を
語
る
に
ふ
さ
は
し
く
な
い
段
は
伊
勢
、
又
は
そ
れ
以
後

の
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
仮
作
物
語
で
あ
る
、
と
し
て
勢
語
通
で
は
外

の
巻
を
形
成
し
て
る
る
。
そ
・のこ
と
を
述
べ
た
蘭
洲
の
注
を
瑳
千
ひ
ろ
っ
て

み
よ
う
。



①

（第
五
段
）
こ
の
一
段
後
人
の
注
な
り
　
伊
勢
な
ど
が
書
加
へ
た
る
か

そ
ら
言
な
る
は
諭
ず
る
に
た
ら
ず
此
次
の
段
を
み
て
こ
と
さ
ら
作
り
物

語
を
信
ず
べ
し

〇

（第
六
段
）
こ
れ
注
者
の
書
加
ふ
る
と
こ
ろ
論
ず
る
に
た
ら
ず
こ
れ
を

実
と
す
る
よ
り
種
々
の
惑
説
お
ほ
く
出
来
る
な
り

○

（第
十
六
段
）
贈
答
の
歌
は
さ
き
の
詞
を
用
ひ
て
答
ふ
る
に
こ
の
歌
男

の
歌
に
か
け
合
ぬ
歌
の
す
が
た
な
れ
ば
　
一万
よ
り
別
の
歌
な
り
　
そ
れ

を
こ
こ
に
贈
答
に
す
る
は
　
ン」れ
又
作
り
物
語
な
れ
ば
　
と
り
合
せ
て

贈
答
と
せ
る
な
り

④

（第
十
二
段
）
閉
疑
抄
に
い
は
く
　
殊
に
作
物
語
な
れ
ば
　
な
き
事
を

書
け
る
な
り
　
叉
い
は
く
　
此
歌
あ
る
よ
り
し
て
こ
の
段
を
は
書
出
せ

り
と
い
へ
り
　
尤
さ
あ
る
べ
し
　
愚
案
こ
の
段
に
か
ぎ
ら
ず
此
物
語
の

内
男
女
の
事
を
書
し
は
皆
な
き
事
を
歌
に
よ
り
て
作
り
出
せ
る
な
り

お
ご
そ
此
外
の
歌
物
語
お
ほ
く
は
し
か
り
　
そ
の
う
へ
こ
の
段
女
の
歌

に
よ
り
て
書
出
せ
り
　
男
と
だ
に
い
へ
ば
中
将
の
こ
と
な
り
と
す
　
ま

こ
と
に
ひ
が
ご
と
な
り

・Ｏ

（第
七
十
三
段
）
こ
の
歌

（「目
に
は
見
て
」
の
歌
）
万
葉

に
出
で
た

，
　
歌
あ
る
ゆ
ゑ
に
物
語
を
つ
く
り
た
る
な
り

Ｏ

（第
六
十
八
段
）
こ
の
歌

（「君
や
こ
し
」
の
歌
）
分
明
に
中
将
の
家

風
な
り

（注
古
今
恋
三
読
人
不
知
題
不
知
）
つ
く
り
た
る
物
語
な
れ
ば

斧
宮
の
歌
に
あ
ら
ざ
る
は
し
れ
た
る
事
な
り

⑦

（同
）
女
子
の
主
た
る
斎
宮
の
家
に
止
宿
あ
る
べ
き
や
う
な
し
…
…
…

し
か
る
を
一
夜
に
て
か
く
あ
り
し
は
名
誉
の
色
好
み
の
し
る
し
な
ど
い

あ
　
ま
こ
と
に
わ
ら
ふ
べ
し
　
み
な
つ
く
り
物
語
と
み
て
英
実
を
た
だ

す
に
お
よ
ば
ぬ
事
な
り
　
　
　
　
　
　
．

③

（第
六
十
二
段
）
古
今
集
に
は
下
の
句
わ
れ
を
ま
つ
ら
ん
宇
治
の
は
し

ひ
め
と
あ
り
　
作
り
た
る
物
語
な
る
ゆ
ゑ
　
古
歌
を
引
直
し
た
る
な
り

◎

（同
）
契
沖
い
ふ
　
在
五
中
将
と
あ
る
は
後
の
記
者
の
詞
な
り
　
と
い

へ
り
　
さ
あ
る
べ
し
　
中
将
自
記
の
内
の
か
か
る
と
こ
ろ
に
　
た
と
ひ

実
事
な
り

。
と
も
姓
名
は
あ
ら
は
さ
ぬ
こ
と
わ
り
な
り
　
い
は
ん
や
こ
の

事
あ
る
べ
く
も
な
き
つ
く
り
ご
と
な
る
を
や

⑩

（第
六
十
四
段
）
わ
ず
か
に
在
原
な
り
け
る
と
い
ふ
詞
に
て
　
お
ほ
や

け
は
清
和
の
み
か
ど
　
女
は
女
御
高
子
　
お
ほ
み
や
す
所
は
染
殿
の
后

と
申
す
こ
と
の
し
ら
れ
た
リ
　
ン」
れ
前
段
に
も
在
五
中
将
と
か
け
る
ご

と
く
　
後
人
の
書
く
は
へ
て
　
そ
れ
を
見
せ
ん
た
め
な
り

、

右
の
諸
項
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
物
語
の
作
者
は
、
先
づ
歌
を
引
き
、
そ
れ
を

骨
子
と
し
て
各
段
の
物
語
を
仮
作
し
た
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
ｔ
〓

①

（第
五
十
九
段
）
愚
案
こ
れ
ら
の
事
全
く
中
将
の
こ
と
に
あ
ら
ず
　
聞

伝
へ
し
ま
ま
に
書
付
た
る
な
り
…
…
そ
の
う
へ
こ
の
歌

（「さ
月
ま
つ
」

の
歌
）
古
今
に
入
て
よ
み
人
し
ら
ず
な
り
。

⑫

（第
五
十
七
段
）
こ
れ
ら
女
の
口
よ
り
出
で
た
る
歌
に
あ
ら
ず
　
車
将

の
ま
う
け
て
つ
く
れ
る
敷

①

（第
四
十
二
段
）
す
べ
て
こ
の
歌
六
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
）
の
作
者

詞ヽ
た
ら
ぬ
事
の
お
ほ
き
は
英
風
骨
也

こ
の
三
項
で
は
大
々
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
と
、
次
の
や
う
な
矛
盾
が
あ

る
。
す
な
は
ち
、
①
で
は
、
外
巻
に
彼
が
択
び
入
れ
た
段
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
段
の
宮
仕
へ
忙
し
く
し
て
ゐ
る
間
に
妻
に
逃
げ
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
男
が

字
佐
八
幡
宮
へ
の
勅
使
と
な
っ
て
下
る
途
中
、
思
ひ
が
け
ず
か
つ
て
逃
げ
た



妻
が
ま
る
国
で
勅
使
の
接
待
を
す
る
官
人
Ｑ
妻
と
な
っ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
男

は
、
花
橘
の
香
に
な
ぞ
ら
へ
て
昔
の
馴
染
を
酒
宴
の
席
で
慕
ぅ
た
と
こ
ろ
流
．

石
の
女
も
尼
に
な
っ
た
、　
と
い
ふ
物
語
は
無
稽
の
伝
説
で
あ
る
と
い
ふ
。

そ
れ
は
外
巻
を
立
て
た
蘭
洲
の
立
場
か
ら
は
当
然
さ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
が

「さ
月
ま
つ
」
の
歌
が
古
今
集
に
作
者
不
明
で
あ
る
こ
と
と
、
ど
れ
だ
け
の

関
係
が
あ
る
か
。
恐
ら
く
⑩
ま
で
の
彼
の
附
注
意
識
に
は
、
伊
勢
物
語
各
段

の
仮
作
物
語
は
、
大
々
の
段
の
歌
を
中
心
に
虚
構
さ
れ
た
、
と
い
ふ
考
へ
が

働
い
て
ゐ
る
０
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
彼
は
、

そ
テ
ィ
ー
ァ
と
な
っ
て
ゐ
る
歌
が
読
人
知
ら
ず
だ
か
ら
自
然
、
物
語
も
業
平

の
こ
と
を
語
′っ
て
は
ゐ
な
い
と
い
ふ
風
に
と
れ
る
説
明
を
し
て
ゐ
る
の
は
よ

く
な
い
。
実
は
彼
自
身
、
こ
こ
で
自
家
撞
著
に
直
面
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

内
巻
上
に
入
れ
て
ゐ
る
第
五
十
八
段
に
例
を
と
っ
て
言
へ
ば
、
「わ
が
う
ヘ

に
」
の
古
今
集
雑
上
題
し
ら
す
読
入
し
ら
す
の
歌
に
蘭
洲
注
し
て
曰
く

「中

将
世
を
い
き
ど
は
り
身
を
う
く
お
も
へ
ば
死
生
に
念
な
し
ゆ
ゑ
に
か
か
る
い

さ
さ
か
世
を
弄
す
る
た
は
ぶ
れ
歌
を
い
ひ
出
せ
り
」
と
。
ま
た
⑫
の
注
は
逆

に
、同
様
古
今
集
に
よ
み
人
し
ら
す
と
な
っ
て
ゐ
る
歌
を
、中
将
仮
作
だ
ら
う

と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
外
巻
に
は
業
平
自
記
以
外
の
全
く
の
虚
構
物
語

・を集

め
た
と
い
ふ
序
文
お
よ
び
識
語
に
矛
盾
し
さ
う
で
あ
る
。
ま
た
①
の
注
で
、

す
べ
て
こ
の
歌
の
作
者
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
古
今
集
に
読
入
し
ら
す
と

あ
る
こ
の
歌
を
勢
語
通
に
お
い
て
は
暗
に
業
平
の
作
と
断
じ
て
ゐ
る
に
よ
る

こ
と
が
分
る
。
第
八
十
二
段
の
「わ
す
れ
て
は
」
の
歌

（古
今
集
所
出
雑
下

業
平
）
の
蘭
注
に
、
こ
れ
ら
の
歌
い
は
ゆ
る
詞
た
ら
す
し
て
心
あ
ま
れ
る
な

る
べ
し
、
と
あ
る
。
蘭
洲
は
古
今
序
の
業
平
に
対
す
る
貫
之
の
批
評
と
し
て

の
こ
の
言
葉
に
深
く
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
作

．者
不
明
の
歌
に
、
こ
の
評
言
を
な
し
て
あ
る
こ
と
も
亦
蘭
注
が

「ほ
と
と
ぎ

す
」
の
歌
を
業
平
の
作
と
考
へ
て
ゐ
た
傍
証
と
は
な
り
う
る
で
あ
ら

，
。

⑭

（第
五
十
六
段
）
中
将
の
胸
中
お
し
て
し
る
べ
し
　
良
工
心
独
苦
の
風

情
に
て
人
の
し
ら
ぬ
憂
を
常
に
心
に
も
た
る
故
　
み
な
わ
れ
か
ら
の
事

．
と
な
り
　
叉
こ
の
こ
と
人
に
か
こ
ち
い
ひ
難
か
も
べ
け
れ
ば
恋
の
歌
に

よ
そ
へ
て
か
く
い
へ
る
な
り
　
世
の
歌
人
た
ち
ま
さ
に
中
将
の
こ
こ
ろ

を
し
ら
ん
や

こ
の
蘭
注
は

「む
か
し
男
入
し
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
つ
れ
な
き
人
の
も
ど
に

恋
わ
び
ぬ
あ
ま
の
か
る
も
に
や
ど
る
て
ふ
わ
れ
か
ら
身
を
ヽ
く
だ
き
つ
る
か

な
」
と
い
ふ
伊
勢
物
語
中
で
も
最
も
短
い
段
の
類
に
属
す
る
も
の
に
附
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
新
勅
撰
集
恋
二
に
読
人
し
ら
す
と
し
て
入
っ

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
恋
の
歌
を
こ
の
関
注
の
如
く
に
解
す
る
に
は
相
当
無

理
な
こ
と
は
一
読
し
て
分
る
通
り
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
段
を
業
平
の
自
記
の

如
く
見
な
が
ら
、
外
巻
に
お
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
序
文
お
よ
び
識
語
に

言
ふ
原
則
に
合
致
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
表
現
が
恋
物
語
の
体
を
か
り

て
ゐ
る
と
み
た
た
め
に
子
女
の
教
養
の
上
に
資
す
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
都

合
わ
る
し
と
し
て
内
巻
に
入
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想

像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

右
は
勢
語
通
外
の
巻
を
構
成
附
注
し
た
蘭
洲
の
態
度
に
つ
い
て
述
べ
た
の

で
あ
る
。

五

蘭
洲
が
伊
勢
物
語
の
中
に
見
出
さ
う
と
し
た
業
平
の
す
が
た
は
、
先
づ
歴

史
上
に
お
け
る
藤
原
氏
と
在
原
氏
と
の
併
存
の
し
か
た
の
把
握
と
、
そ
の
偏

2ど



ク
た
教
養
と
に
よ
ク
て
方
向
，つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
ぁ
る
。
彼
は
、
だ
か

ら
言
は
ば
、
文
学
と
し
て
の
伊
勢
物
語
　
の
主
人
公
に
対
し
て
、
伊
勢
物
語

を
読
む
に
先
立
っ
て
す
で
に
あ
る
先
人
観
を
も
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
傾
向
の
具

体
化
が
勢
語
通
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

蘭
洲
に
よ
れ
ば
伊
勢
物
語
の
主
人
公
は
既
述
の
如
く
に
朝
家
の
忠
臣
で
あ

り
、
母
思
ひ
の
孝
子
で
あ
り
、
そ
の
上
第
四
十
五
段
（昔
男
い
と
う
る
は
し

き
友
あ
り
け
り
片
時
去
ら
す
あ
ひ
思
ひ
け
る
を
云
々
の
段
）
の
蘭
洲
に
は
、

「
こ
の
友
と
い
へ
る
は
い
か
な
る
人
に
か
あ
ら
ん
い
と
ゆ
か
し
　
中
将
と
志

を
同
じ
う
せ
し
入
な
る
べ
し
　
こ
れ
も
時
に
あ
は
す
し
て
ゐ
な
か
に
い
き
て

住
る
な
る
べ
し
」
「中
将
朋
友
の
信
あ
る
を
見
る
べ
し
」
（勢
語
通
内
容
）
と

‐も
あ
る
。

関
洲
に
は
後
述
の
や
う
な
和
歌
に
対
す
る
理
会
力
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
登

場
人
物
の
表
象
を
要
す
る
物
語
の
理
会
と
い
ふ
限
り
に
お
い
て
、
決
し
て
す

ぐ
れ
た
能
力
を
も
た
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
い
む
し
ろ
そ
れ
を
儒
教
的
倫

理
観
に
よ．
り
歪
曲
し
て
、
評
論
・
注
釈
し
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
だ
と
思
ふ
。

蘭
洲
は
厳
羽
の
詩
論
を
引
用
し
て

「詩
は
解
す
べ
く
解
す
べ
か
ら
ざ
ろ
聞

に
在
り
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
、
そ
の
よ
き
例
と
し
て
第
四
段

（外
巻
上
）

「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
を
あ
げ
、

か
か
る
歌
を
見
れ
ば
後
世
の
歌
は
わ
ざ
と
い
ひ
残
し
て
上
手
め
か
し
た

る
あ
り
、
さ
な
け
れ
ば
得
い
ひ
お
ほ
せ
ざ
る
あ
り
、
又
い
ひ
つ
く
し
て

味
の
な
き
あ
り
、
又
は
た
だ
三
十
一
字
つ
ら
ね
出
し
た
る
ま
で
な
る
あ

り
、
歌
も
又
得
が
た
し
と
い
ふ
べ
し
…
…
わ
が
み
ひ
と
つ
は
と
い
ふ
に

て
こ
ぞ
の
二
人
あ
り
し
を
ふ
く
め
り
　
ひ
と
つ
は
は
文
字
絶
妙
な
り
…

…
さ
て
上
の
句
に
春
を
ふ
た
つ
か
さ
ね
　
下
の
旬
に
身
を
ふ
た
つ
か
さ

れ
て
旬
講
を
か
な
へ　
上́
の
旬
に
は
あ
ら
れ
な
ら
ぬ
之
訂
を
Ｆ
ひ
て

下
の
句
は
に
し
て
と
い
ひ
と
め
上
の
旬
に
は
月
や
春
や
と
い
ひ
か
け
て

下
の
旬
に
ひ
と
つ
は
と
転
じ
た
る
さ
ま
自
然
と
句
到
り
字
到
る
　
こ

れ
を

ヽ
よ
め
ば
先
歌
の
心
は
し
ら
で
も
　
人
心
に
感
す
る
と
こ
ろ
あ
り

ま
こ
と
に
古
今
宇
宙
間
の
名
歌
と
い
ふ
べ
き
に
や

と
評
し
て
ゐ
る
。
彼
は
ま
た
、
彼
の
時
代
の
歌
人
た
ち
の
古
典
主
義
あ
る
ひ

は
擬
古
主
義
を
非
難
し
て
、
歌
人
た
ち
は
用
語
ひ
と
つ
に
も
典
拠
を
求
め
て

作
歌
し
、
独
創
性
の
結
渇
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
古
い

時
代
の
歌
人
た
ち
は
、
自
己
の
創
造
し
た
表
現
を
、
後
世
の
歌
人
た
ち
が
尊

重
し
無
批
判
に
反
郷
し
よ
う
と
は
思
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
と
も
い
っ
て
ゐ

る
。
（外
巻
上
、
第
五
段
の
注
）

こ
の
こ
と
は
古
注
に
伝
へ
て
来
た
伊
勢
物

語
の
秘
伝
七
ケ
条
を
さ
し
て
、

「
ひ
が
ご
と
」
と
断
じ
去
つ
た
の
と
共
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
ま
た

「風
ふ
け
ば
」
の
歌

（第
二
十
三
段
）
を
注
し
て
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
自
浪
盗
賊
の
こ
と
を
引
く

こ
と
の
不
可
な
る
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
も
妥
当
で
あ
る
。

し
か
し
和
歌
の
解
釈
に
も
蘭
洲
独
自
の
伝
が
そ
の
妥
当
な
理
会
を
阻
む
場

合
亦
砂
し
と
し
な
い
。
そ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

「
い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ

ま
き
」
の
歌

（第
三
十
二
段
）
の
注
に

「中
将
こ
の
歌
を
よ
ん
で
お
の
れ
が

志
を
の
べ
　
さ
て
わ
れ
に
ひ
と
し
き
人
な
け
れ
ば
こ
れ
を
く
ら
ま
さ
ん
と
て

詞
書
を
男
女
の
事
の
ご
と
く
た
だ
一
筆
か
き
お
く
に
此
詞
を
そ
へ
た
る
は
、

も
し
後
世
に
わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
あ
ら
ば
お
も
ひ
は
か
り
て
見
よ
と
の
こ
こ

ろ
な
り
―
‥
こ
の
時
の
世
の
さ
ま
藤
原
氏
な
ら
ぬ
諸
氏
の
三
公
に
至
る
′は
ま

れ
な
り
１
‥
昔
は
諸
氏
よ
り
政
要
の
地
に
い
た
り
し
事
な
れ
ば
今
の
世
の
さ

ま
を
変
じ
て
昔
に
な
し
た
き
と
也
　
一め
ら
は
に
い
ひ
が
た
け
れ
ば
男
女
の
事



に
託
し
て
い
ひ
出
せ
る
也
　
し
か
る
に
こ
の
注

（開
疑
抄
）
の
ご
と
く
に
て

は
中
将
地
下
の
霊
さ
ぞ
心
う
き
事
に
お
も
は
れ
ん
」
と
い
ひ
、
「
い
え
ば
え

に
」
の
歌

（第
二
十
四
段
）
の
議
に

「此
歌
も
た
め
に
す
る
事
の
あ
り
て
よ

み
出
せ
る
な
り
　
た
だ
男
女
の
間
の
こ
と
な
ら
ん
や
」
と
い
っ
て
ゐ
る
な
ど

同
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
蘭
洲
の
業
平
観
か
ら
打
出
し
た
歌
解
で
あ
る
が
、

彼
の
儒
教
倫
理
観
を
拡
大
し
て
和
歌
に
直
接
的
ｔ
教
訓
を
得
ん
と
し
て
ゐ
る

例
は
第
二
十
四
段
の

「梓
弓
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
」
の
歌
解
で
あ
る
。
男
と
女

と
が
片
田
舎
に
住
ん
で
ゐ
た
。
男
は
宮
仕
へ
を
す
る
た
め
に
都
へ
上
っ
て
三

年
、
妻
に
は
一
度
の
便
り
も
し
な
か
っ
た
。
待
ち
わ
び
て
ゐ
る
時
、
い
と
懇

に
い
ひ
か
は
せ
し
第
二
の
男
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
へ
男
が
帰
っ
て
き

た
が
、
結
局
は
女
を
恨
み
な
が
ら
去
っ
て
い
っ
た
。
女
は
や
は
り
最
初
の
男

を
愛
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
。
そ
こ
で
蘭
洲
は

「外
の
男
と
い
ひ
か
は
せ

し
に
ま
ぎ
れ
な
け
れ
ば
い
ひ
わ
け
は
せ
ん
な
し
　
こ
れ
に
よ
り
て
守
る
べ
き

事
は
い
つ
ま
で
も
守
り
を
ふ
す
る
を
よ
し
と
す
べ
し
　
さ
れ
ど
男
に
も
と
が

あ
り
帰
り
こ
す
と
も
音
づ
れ
に
て
も
あ
ら
ば
か
く
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
」
と
、

こ
れ
は
歌
解
や
注
解
の
域
を
越
え
て
教
訓
で
あ
る
。

一〈

勢
語
通
が
伊
勢
物
語
に
対
し
て
独
自
の
見
を
も
っ
て
ゐ
た
こ
と
右
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
物
語
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
の
解
で
卓
見
、
新

説
い
謬
説
も
幾
つ
か
を
数
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
段
勢
語
通
内
巻
上

（む
か
し
と
し
こ
ろ
お
と
づ
れ
ざ
り
け
る
人
の

云
々
の
段
）
に
、
ぁ
る
じ
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
立
て
れ
さ
く
ら
ば
な
年
に

ま
れ
な
る
人
も
持
ち
け
り
　
業
平
け
ふ
こ
す
は
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し

消
え
す
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や
　
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
こ
の
両
首
は
と

も
に
古
今
集
春
の
部
に
あ
り
、
宗
祗
を
は
じ
め
、
す
べ
て
恋
の
歌
と
し
、
男

女
贈
答
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
が
、
蘭
洲
は
そ
れ
ら
に
対
し
、

「中
将
の

事
に
て
だ
に
あ
れ
ば
恋
と
す
る
は
ま
こ
と
に
笑
ふ
べ
し
　

めヽ
る
人
の
い
ふ

あ
だ
な
り
と
い
ふ
は
恋
の
詞
な
る
ゆ
ゑ
な
り
　
予
答
ふ
　
後
世
の
歌
の
お
き

て
は
中
将
の
と
き
は
な
き
こ
と
な
り
」
と
卓
見
を
の
べ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

こ
の
事
は
蘭
洲
に
と
っ
て
座
右
の
書
で
あ
っ
た
勢
語
臆
断
に
同
解
の
あ
る
は

「契
沖
云
」
と
彼
が
こ
と
は
っ
て
ゐ
な
い
だ
け
に
残
念
で
あ
る
。

第
一
段
外
巻
上
で
、
「
か
り
に
ゆ
き
け
り
」
の

「
か
り
」
を
蘭
洲
は

「
か

り
の

，住
居
な
り
　
中
将
の
故
あ
り
て
家
に
住
み
う
く
て
　
か
り
の
住
居
せ
ん

と
て
奈
良
に
ゆ
か
れ
た
る
な
り
　
旧
注
い
づ
れ
も
狩
猟
な
り
」
と
い
っ
て
ゐ

る
の
は
確
か
に
異
説
だ
が
、
こ
れ
も
旧
注
に
あ
る
説
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
前

に

「
こ
の
男
と
い
へ
る
は
業
平
を
い
ふ
と
申
伝
へ
た
り
　
然
る
に
男
と
い
へ

る
み
な
み
な
か
な
ら
す
し
も
し
か
ら
す
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
開
疑
抄

「男
に
と
い
ふ
は
段
々
業
平
の
事
也
」
と
注
し
て
ゐ
る
如
く
古
注
は
大
体
男

す
な
は
ち
主
人
公
を
業
平
と
し
た
の
に
蘭
洲
の
右
の
説
は
そ
れ
ら
と
著
し
い

対
比
を
示
し
て
ゐ
る
。
蘭
洲
の
こ
の
見
解
が
、
勢
語
通
を
内
・
外
に
分
た
し

め
た
も
の
と
い
ひ
う
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

次
に
勢
語
通
に
お
け
る
謬
説
と
み
う
る
も
の
を
若
干
あ
げ
よ
う
。
あ
し
の

や
の
な
だ
の
し
ほ
や
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
を
ぐ
し
も
さ
さ
す
き
に
け
り

の
歌

（第
八
十
六
段

内
巻
下
）
の
註
に
「万
葉
集
時
分
の
人
の
歌
な
る
べ
し

此
歌
を
新
古
今
集
に
は
な
り
ひ
ら
の
歌
と
の
せ
ら
る
　
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
中

将
み
す
か
ら
よ
め
る
歌
を
み
づ
か
ら
証
拠
に
せ
ら
る
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
」

と
い
っ
て
あ
る
。
こ
の
歌
の
体
か
ら
考
へ
て
万
葉
時
代
の
作
と
推
定
す
る
の



は
無
稽
で
あ
る
と
は
断
じ
え
な
い
が
、
　
例
を
あ
げ
れ
ば
や
は
り
新
青
今
集

に
お
っ
て
伊
勢
物
語
で
は
第
二
十
八
段
所
出
の

業
平
花
に
あ
か
ぬ
な
げ
き
は

い
つ
も
せ
し
か
ど
も
け
ふ
の
こ
よ
ひ
に
似
る
時
は
な
し
　
の
歌
な
ぞ
は
右
の

歌
に
劣
ら
す
素
朴
で
あ
る
と
い
へ
る
と
思
ふ
。
　
　
・

第
百
二
段
の
　
そ
む
く
と
て
雲
に
は
乗
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
よ
の
う
き
こ
と

ぞ
よ
そ
に
な
る
て
ふ
　
の
歌
に
注
し
て

「人
た
る
も
の
の
世
の
こ
と
を
よ
そ

に
見
る
と
い
ふ
こ
と
の
あ
る
ま
じ
き
と
な
り
」
と
い
っ
て
あ
る
の
は
牽
強
の

そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
ま
い
。

第
二
十
三
段

「く
ら
べ
こ
し
ふ
り
わ
け
髪
も
か
た
過
ぎ
ぬ
」
の
歌
の
注
で

「
か
た
す
ぎ
ぬ
」
を
、
通
説

「肩
す
ぎ
ぬ
」
に
対
し
蘭
洲
は

「
一
方
ば
か
り

過
て
な
が
く
な
り
た
る
な
り
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
も
解
釈
に
無
理
が
あ
る
や

う
に
思
は
れ
る
し
、
第
九
十
一
段
の
　
あ
し
べ
こ
ぐ
た
な
な
し
小
舟
い
く
そ

・た
ひ
行
か
へ
る
ら
ん
じ
る
人
も
な
し
　
の
歌
解
で

た
な
な
し
小
舟
　
万
葉
に
無
欄
小
舟
と
も
か
け
り
　
欄
は
ら
ん
か
ん
の

ら
ん
に
て
高
き
よ
り
下
へ
物
の
落
ぬ
た
め
の
ふ
せ
き
な
り
　
舟
に
も
の

を
つ
む
に
　
か
き
た
つ
と
い
ふ
物
を
舟
の
左
右
に
ま
う
け
て
落
ぬ
や
う

す
る
な
り
　
な
ほ
欄
の
こ
と
し
　
か
き
た
つ
の
な
き
舟
は
も
と
よ
り
小

舟
に
て
　
ひ
き
き
な
り
　
　

。́

と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
万
葉
集
に
巻

一
・
巻
三
ｏ
巻
六
と
あ
る
三
例
の

「
た
な

な
し
を
ぶ
ね
」
は
み
な

「棚
無
小
舟
」
と
あ
っ
て
語
序
・
用
字
と
も
に
蘭
洲

は
間
違
っ
て
を
り
、
従
っ
て
そ
の
説
明
に
お
い
て
も

「
た
な
」
を
欄
干
の

′
女日

き
も
の
と
す
る
の
は
妥
当
を
か
く
。
棚
は
和
舟
の
舷
側
に
設
け
た
波
除
け
の

棚
で
あ
る
。

し
か
し
第
八
十
二
段

（内
上
）
で
、
水
無
瀬
を

‥河
内
国
な
り
と
注
し
た
の

は
こ
の
書
中
で
い
ち
ば
ん
目
立
つ
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
第
八
十
段
Ｌ
し
ほ

か
ま
の
」
の
歌
の
注
に
お
い
て
、
万
舞
に
み
ち
の
く
０
名
所
お
ほ
く
い
で
た

れ
ど
、
し
ほ
か
ま
は
な
し
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
確
か
に
さ
う
で
あ
る
が
、
し

ほ
か
ま
を
歌
に
よ
ん
だ
の
は
け
中
将
を
は
じ
め
と
す
べ
し
と
し
、「古
今
つ
ら

ゆ
き
の
歌
の
詞
書
に
塩
か
ま
と
い
ふ
所
の
さ
ま
を
つ
く
り
け
り
と
あ
る
は
い

ぶ
か
し
　
す
べ
て
古
今
に
詞
書
に
う
た
が
は
し
き
事
多
し
」
と
頭
注
に
記
し

て
右
の
説
を
合
理
化
し
て
ゐ
る
が
そ
れ
で
は
納
得
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な

く
、
古
今
集
巻
二
十
の
東
歌
中
に

「
し
ほ
か
ま
」
が
二
首
の
歌
に
よ
ま
れ
て

ゐ
る
こ
と
に
彼
は
気
づ
い
て
ゐ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。

ま
た
例
へ
ば
第
二
十
一
段

（外
上
）
の
注
に
、

男
女
の
間
の
細
事
よ
り
お
こ
り
て
世
を
う
く
お
も
ひ
て
此
男
女
の
家
を

出
て
ゆ
く
な
り
　
男
の
女
の
家
に
か
よ
ひ
て
住
し
な
り
　
こ
の
愚
案
は

古
来
の
注
と
大
い
に
た
が
へ
り
　
昔
は
す
べ
て
女
の
家
に
男
の
す
む
な

ら
ひ
な
れ
ば
出
で
ゆ
く
と
い
ふ
は
皆
男
也
　
そ
れ
を
女
の
出
で
ゆ
く
と

み
る
よ
り
あ
や
ま
れ
り

大
い
に
気
焔
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
開
疑
抄
に
し
て
も
古
意
に
し
て
も
女
が
出
て

ゆ
く
と
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
臆
断
に
は
、

是
は
む
か
へ
て
妻
と
せ
し
女
の
出
て
い
に
た
ち
や
う
に
か
き
た
れ
ど
此

段
の
を
は
り
に
　
お
の
が
よ
よ
に
な
り
に
け
れ
ば
う
と
く
な
り
に
け
り

と
い
へ
る
を
思
ふ
に
　
ま
こ
と
に
夫
婦
と
さ
だ
ま
り
た
る
に
は
あ
ら
で

か
よ
ひ
け
る
所
を
出
て
い
に
し
な
る
べ
し

と
契
沖
が
云
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
「愚
案
」
実
は
こ
れ
も
契
沖
説
の
祖
述
と
で

も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

蘭
洲
は
さ
き
に
も
言
っ
た
ゃ
う
に
第
一
に
勢
語
臆
断
の
税
、
第
二
に
閥
疑



抄

の
説
を
多
く
参
照
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
今

の
べ
た
や
う

に
、
説
を
乳

き
な

が
ら

「
契
沖
云
」
と
こ
と
は
ら
ず
自
説

の
如
く

に
み
せ
か
け
て
ゐ
る
こ
と
が

屋
ミ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
元
来

こ
の
勢
語
通

は
公
に
す
る
つ
も
り

の
も
の
で
は
な
く
、
序
文
に
い
ふ
や
う
に
、

ひ
と
り
む
す
め
の
た
め
述
作
し

た
も

の
で
あ
る
と
考

へ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
わ
た
く
し
は
自
筆
本

の
頭
注

お
よ
び
本
文
に
附
し
た
傍
注
よ
り
し
て
、
自
家
に
お
け
る
講
義

の
た
め
の
備

忘
的
な
も

の
で
あ
ら
た
と
思
ふ
。
そ
れ
故
、
契
沖

の
説

に
示
唆
さ
れ
な
が
ら

そ
れ
を

一
々
こ
と
は
ら
な
い
時
が
あ

っ
て
も
、
彼
を
責
め
る
の
は
い
さ
さ
か

酷
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
強
い
と
思
ふ
。

七

ヽ
勢
語
臆
街

と
蘭
洲

と
を
介
し
て
の
契
沖
と
勢
語
通
と
の
関
聯
に
つ
い
て
略

述
し

ょ
う
“

前
節
に
お

い
て
の
べ
た
通
り
、
勢
語
通

に
は
契
沖
の
説

の
影
響
が
大
き
い

が
、
そ
の
ケ
ー
ス
を
大
別
す
る
と
①
契
津
説

の
継
承
　
②
契
沖
説

の
敷
行

③
笑
沖
説

へ
の
批
判
　
の
三
つ
に
分

っ
こ
Ｌ
が
で
き
る
。

①
第
九
十
五
段

「
あ
ま
の
さ
か
手
」
の
語
釈
で
契
沖
は
旧
事
記
を
ひ
い
て
神

事
な
ど
で
手
を
打

つ
こ
と
が
あ
る
が
そ
の
こ
と
だ
と
い
ふ
の
を
う
け
て
蘭

洲
は

「
天
の
さ
か
手

の
出
所
ま
こ
と
に
是
な

る
べ
し
他
説
は
皆
よ
る
に
た

ら
す
。
契
沖
よ
く
も
考

へ
出
し
た
り
、」
と
契
沖
の
説
に
賛
同
し
て
ゐ
る
。

第

一
一十
三
段

「
ふ
り
分
髪
」
の
語
釈

で
は

『
「
万

葉

に
　
は
な
ち
の
髪
と

も

い
へ
り
」
と
契
沖

い
ふ
』
と
蘭
洲

は
万
葉
に
お
け
る
用
語
例
な
ど
も
契

沖
か
ら
得

て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。
（
源
氏
物
語

の
場
合
も
同
じ
）

第
六
十
八
段

「
中
将

の
か
り

の
使

つ
と
め
ら
れ
し
こ
と
記
録
に
な
し
、
契

諄
も
い
ぶ
　
清
和
の
み
か
ど
障
犬
の
御
あ
そ
び
し
締
は
れ
ば
　
力、
り
の
優

は
あ
る
ま
じ
と
い
へ
り
」
と
自
説
を
契
沖
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
て
ゐ
る
。

第
二
十
五
段

「見
る
め
な
き
」
の
歌
と
そ
の
前
の

「秋
の
野
の
」
の
歌
と

の
贈
答
関
係
を
論
じ

「契
沖
の
解
古
来
の
注
と
同
じ
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の

は
彼
が
終
始
契
沖
の
注
釈
を
参
照
し
て
ゐ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
ゐ
る
こ

と
ば
で
あ
る
。

第
四
十
一
段

「し
で
の
た
を
さ
」
の
語
釈
。
愚
見
抄
の
説
を
開
疑
抄
に
よ

っ
て
引
き
、
「契
沖
が
臆
断
に
も
た
し
か
に
は
と
か
す
　
い
ま
考
ふ
べ
か

ら
す
」
と
彼
が
忠
実
に
契
沖
の
証
釈
を
辿
っ
て
を
る
こ
と
が
分
る
。

②
第
一
段

「み
や
び
」
の
語
釈
。
契
沖
が
継
体
紀
に
斐
然
之
藻
と
あ
る
の
を

引
用
し
、
そ
の
藻
に
み
や
び
と
古
訓
の
あ
る
の
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の
を
蘭

洲
は
あ
げ
て
更
に
そ
れ
を
敷
行
し
、「愚
案
お
よ
そ
詩
歌
文
童
・は
措
紳
家
の

も
て
は
や
す
こ
と
な
り
都
び
た
る
を
い
ふ
心
な
り
」
と
説
い
て
ゐ
る
の
や
、

同
じ
段
の
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
」
の
語
釈
で
、
い
と
は
最
な
り
、
な
ま

め
け
る
は
期
姉
の
字
な
り
と
い
ふ
契
沖
の
説
を
引
い
て
後
、「契
沖
漢
字
に

て
釈
し
た
る
な
り
、
和
語
に
し
て
と
か
ば
　
い
と
は
い
ち
と
い
ふ
に
同
じ

甚
し
き
を
い
ふ
、
な
ま
と
は
お
よ
そ
物
の
や
わ
ら
か
に
て
し
な
や
か
な
る

を
い
ふ
詞
な
り
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
な
ど
は
契
沖
の
解
に
則
し
て
の
説
明

で
あ
る
。

第
十
五
段

「さ
が
な
き
」
の
語
釈

「古
来
の
注

（実
は
勢
語
臆
断
の
こ
と

で
あ
る
）
に
は
悪
の
字
叉
は
恐
の
字
な
り
」
と
引
用
し
て
更
に

「愚
案
に

は
険
の
字
し
か
る
べ
け
ん
か
　
険
悪
と
も
つ
づ
き
て
お
そ
る
べ
き
こ
と
也
．

…
…
な
き
は
無
の
字
に
て
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
説
い
て
ゐ
る
。

③
第
三
段
「け
さ
う
」
契
沖
が
懸
想
の
二
字
を
あ
て
て
意
味
を
解
い
た
の
に



対
し
彼
は
、
「そ
の
義
か
な
は
す
、
仮
粧
の
字
を
用
ふ
る
は
な
ほ
可
な
り
、

女
の
か
た
ち
を
よ
そ
ほ
ひ
か
ざ
り
て
　
男
子
に
よ
ろ
こ
び
ら
れ
ん
と
す
る

な
り
」
と
説
い
て
ゐ
る
。

第
二
段

「ま
め
男
」
の
語
釈
。
契
沖
が
、
日
本
書
紀
に
忠
誠
の
字
を
ま
め

と
よ
ん
で
ゐ
る
と
し
て
そ
れ
を

「実
な
る
男
な
り
」
と
し
た
が
蘭
洲
は
、

「此
解
あ
た
れ
り
と
も
覚
え
す
…
…
忠
誠
を
ま
め
と
い
ふ
は
別
の
詞
と
見

え
た
り
。」
と
断
じ
、
卑
下
の
詞
、
い
や
し
き
人
な
り
と
解
し
て
ゐ
る
。

第
四
十
段

「け
し
う
は
あ
ら
ぬ
」
の
語
義
。
蘭
洲
は
傍
誼
し
て

「貴
く
は

あ
ら
ぬ
な
り
」
と
記
し
て
ゐ
る
が
、「契
沖
は
怪
の
字
と
心
得
て
　
あ
や
し

う
と
と
け
り
　
皆

（閥
疑
抄
に
は

「下
」
と
解
く
）
あ
や
ま
れ
り
」
と
し

彼
は

「異
」
の
意
で
、
常
な
み
な
み
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
し
て
ゐ
る
。

第
十
四
段

「中
々
に
」
の
下
に
、
万
葉
十
二
　
中
々
に
人
に
あ
ら
す
は
桑

こ
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
を
ば
か
り
」
を
傍
証
に
見
せ
消
ち
し
て
ゐ

る
は
後
に
証
し
た
所
と
重
複
す
る
た
め
で
あ
ら
う
。
こ
の
段
で

「
よ
も
あ

け
ば
」
の
歌
は
難
解
で
あ
る
が
、
契
沖
の

「
は
め
な
で
　
は
狐
に
く
は
さ

で
と
い
ふ
詞
也
以
下
略
」
と

「
で
」
を
打
消
の
助
詞
の
意
に
解
一し
て
ゐ
る

の
に
対
し
、
蘭
洲
は
そ
れ
を
否
定
し
て
ゐ
る
の
か
ど
う
か
明
瞭
で
は
な
い

が
、
と
も
か
く

「
こ
の
に
は
と
り
を
き
つ
ね
に
は
ま
せ
ん
と
な
り
」
と
反

対
の
意
味
に
と
っ
て
ゐ
る
。

第
九
段
、
契
沖
注
に
あ
る
人
の
説
を
ひ
き
て

「中
将
は
陸
奥
に
下
向
な
る

に
下
総
へ
は
何
せ
ん
と
か
こ
え
ら
れ
け
ん
」
と
い
っ
て
あ
る
の
に
対
し
、

こ
の
河

（隅
田
川
の
こ
と
）
は
む
さ
し
下
総
の
間
に
あ
れ
ど
河
上
は
下
野

よ
り
来
る
　
今
の
千
住
の
大
橋
む
か
し
は
橋
の
な
く
て
わ
た
し
舟
の
あ
り

け
る
に
こ
そ
　
収
今
の
両
国
橋
を
東
に
わ
た
り
制
に
そ
ひ
て
北
に
ゆ
け
ボ

下
野
に
い
る
　
そ
れ
よ
り
陸
奥
に
入
る
な
り
」
と
実
地
に
歩
い
て
き
土
爛

洲
の
説
明
は
契
沖
の
欠
を
補
っ
て
詳
し
い
。

第
六
十
四
段
「
か
た
は
」
の
話
釈
。
契
沖
が

「も
ろ
羽
あ
る
べ
き
が
　
か

た
羽
な
る
は
ふ
よ
う
の
物
な
る
に
た
と
へ
て
い
ふ
欺
」
と
矢
に
よ
っ
て
説

い
て
ゐ
る
の
に
対
し
蘭
洲
は

「矢
を
も
て
と
か
ん
よ
り
は
鳥
の
羽
が
ひ
の

一
方
ば
か
り
あ
る
に
て
云
ふ
を
よ
し
と
せ
ん
敷
　
又
車
の
片
輪
に
て
も
と

ぐ
べ
し
」
と
契
沖
説
を
一
応
否
定
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
結
論
が
で

て
ゐ
な
い
。

第
一
段

「
力、
い
ま
み
」
の
語
義
。
勢
語
通
で
は
契
沖
の
説
と
い
っ
て
は
を

ら
な
い
が
そ
こ
に
契
沖
の
説
を
ひ
い
て
、「文
字
し
り
た
る
人
の
■
ま
じ
ひ

に
垣
聞
見
の
文
字
を
用
ふ
る
に
よ
り
　
ひ
ま
よ
り
の
ぞ
き
た
る
や
う
に
２

く
は
い
と
俗
な
り
」
と
評
し
彼
の

「
か
ひ
は
間
也
両
山
の
間
を
山
の
か
ひ

と
い
ふ
に
同
じ
　
ま
み
は
目
見
な
り
　
物
の
あ
ひ
だ
よ
り
見
た
る
な
り
」

と
結
果
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
語
義
は
契
沖
の
あ
て
た

垣
間
見
の
話
に
由
っ
て
ゐ
る
と
み
る
べ
き
で
、日
本
書
紀
神
代
倦
に
「
視
ニ

其
私
房
こ
を
私
記
に

「加
支
末
美
太
末
布
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
勢

語
通
の
僻
説
な
な
を
知
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
ま
た
同
じ
こ
の
段
で
、「
お
ひ

つ
ぎ
て
」
の
話
義
に
つ
い
て
契
沖
は

「や
が
て
の
心
な
り
　
か
ひ
ま
み
て

や
が
て
贈
る
な
り
」
と
解
し
、「
つ
い
て
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
や
お
も
ひ

け
ん
」
を

「信
夫
櫂
に
春
日
野
の
わ
か
紫
と
よ
み
て
か
け
る
業
平
の
心
を

作
者
の
お
し
は
か
り
て
事
の
次
よ
く
お
も
し
ろ
き
事
と
や
お
も
は
れ
け
ん

と
い
へ
る
な
り
」
と
解
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
蘭
洲
は

「事
の
次
よ
く
と

い
へ
る
は
　
こ
の
歌
に
合
せ
て
折
よ
く
信
夫
招
を
着
用
せ
ら
れ
た
る
を
い

へ
る
な
り

，」
之
し
、「
さ
て
　
こ
の
一
句
を
揃
々
の
注
堵
得
解
せ
ざ
る
に
よ



り
て
誤
り
も
出
た
る
な
り
」
と
こ
こ
に
独
自
の
見
の
み
る
こ
と
を
注
意
し

「外
の
人
よ
り
中
将
の
心
を
お
し
は
か
り
て
か
け
る
や
う
な
れ
ど
も
や
は

り
中
将
の
自
記
と
見
え
た
り
」
と
結
ん
で
ゐ
る
。
つ
ま
り

一
「
お
ひ
つ
き
て
」
の
解
に
お
い
て
は
契
沖
説
を
受
容
し
て
ゐ
る
。

二

「
つ‐
＝
ｑ
封
Ы
ｕ
劉
剖
司
ｄ
と
も
や
思
ひ
け
ん
」
の
解
に
お
い
て
傍
線

部
の
客
体
を
、

Ａ
契
沖
は
、
信
夫
摺
に
合
は
せ
て
春
日
野
の
と
詠
ん
だ
こ
と
を
、
と
し

Ｂ
蘭
洲
は
、
こ
の
歌
に
あ
は
せ
て
主
人
公
が
折
よ
く
信
夫
招
を
着
用
し

て
ゐ
た
こ
と
を
、
と
す
る
。

Ａ
の
方
は
作
者
と
物
語
の
主
人
公
と
を
区
別
と
す
る
の
だ
が
Ｂ
の
方
で

は
作
者
と
主
人
公
と
を
同
一
、
つ
ま
り
主
人
公
の
自
記
で
あ
る
と
考
ヘ

て
ゐ
る
ら
し
い
。
こ
の
段
は
蘭
洲
が
外
巻
に
収
め
て
ゐ
て
、
業
平
の
自

記
な
ら
ざ
る
仮
作
物
語
と
あ
る
べ
き
は
づ
の
段
で
あ
る
が
、
か
う
し
た

矛
盾
は
先
に
も
あ
っ
た
通
り
し
ば
し
ば
彼
の
犯
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

ス
つ
。

以
上
で
蘭
注
と
契
注
と
の
関
聯
に
つ
い
て
そ
の
大
体
を
述
べ
た
こ
と
に
な

る
が
、
か
う
し
た
関
係
は
勢
語
通
の
殆
ん
ど
全
段
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
前
節
で
述
べ
た
や
う
に
、
契
沖
に
由
っ
た
と
、
こ
と
は
ら
な
い
場
合
で

も
、
そ
れ
に
由
っ
て
ゐ
る
事
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
次
に
あ
げ
る
一
例
の

や
う
に
一
体
ど
こ
ま
で
が
契
沖
説
の
引
用
な
の
か
明
瞭
を
か
く
場
合
に
も
し

ば
し
ば
出
く
は
す
の
で
あ
る
。

契
沖
い
ふ
あ
ま
ぐ
も
は
よ
そ
の
枕
詞
な
り
　
空
の
雲
は
遠
き
も
の
ゆ
ゑ

に
よ
そ
と
つ
づ
く
な
り
　
よ
そ
は
外
な
り
　
中
絶
ぬ
れ
ど
朝
暮
目
に
見

る
故
さ
す
が
に
え
思
ひ
き
ら
で
し
た
ふ
心
も
わ
れ
は
あ
る
に
人
は
つ
れ

な
く
て
外
に
行
通
ひ
て
わ
れ
を
み
る
物
か
と
も
思
は
な
と
な
り

（第
十

九
段
）

こ
こ
で
臆
断
の
説
の
引
用
は
最
初
の
「…
…
枕
詞
な
り
」
と
い
ふ
所
ま
で
で

あ
る
。

契
沖
は
、
伊
勢
物
語
の
作
者
を
、
二
条
の
后
の
名
を
あ
ら
は
に
書
い
て
ゐ

る
事
、
伊
勢
と
同
時
代
の
貫
之
、
後
代
の
直
幹
の
歌
を
の
せ
て
ゐ
る
事
な
ど

か
ら
、
全
篇
を
伊
勢
の
述
作
と
せ
ず
、
ま
た
右
の
部
分
が
後
人
の
加
筆
で
も

な
い
こ
と
を
論
じ
て
著
作
の
時
代
を
天
暦
以
後
に
限
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の

物
語
の
記
事
は
″
作
り
物
語
″
で
あ
る
か
ら
し
て
実
録
で
は
な
い
と
も
考
ヘ

て
ゐ
る
。
一
方
で
は
古
今
集
も
伊
勢
物
語
も
共
に
業
平
の
自
記
に
由
っ
た
も

の
か
と
し
て
み
た
り
も
し
て
ゐ
る
が
、
と
も
か
く
実
録
と
し
て
見
る
べ
か
ら

ず
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
態
度
は
、
云
は
ば
懐
疑
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
蘭
洲

の
勢
語
観
は
、
最
初
に
の
べ
た
通
り
、
業
平
自
記
と
別
人
の
加
筆
と
を
裁
然

と
三
分
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
契
沖
を
介
し
て
諸
注
を
参
酌
し
て
ゐ
る
所
が

あ
る
と
は
い
へ
、
極
め
て
不
十
分
な
考
証
に
よ
っ
た
彼
の
結
論
は
、
独
断
の

そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

八

こ
の
や
う
に
み
て
く
る
と
勢
語
通
は
伊
勢
物
語
の
他
の
注
釈
之
相
当
異
っ

た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
注
釈
は
蘭

洲
が
か
な
り
自
信
を
も
っ
て
や
っ
て
ゐ
る
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
し
、
殊
に
朱
子
学
派
の
漢
学
者
ら
し
い
訓
詰
へ
の
偏
向
は
勢
語
通
第
二

の
特
色
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
る
べ
く
し
て
触
れ
る
と
こ
ろ

は
僅
か
で
あ
っ
た
が
、
独
断
誤
診
の
説
も
例
に
よ
っ
て
炒
く
な
い
と
思
ふ
Ю



勢
語
通
第

一
の
特
色
は
何
と
い
ヮ
て
も
儒
教
的
な
倫
理
観
に
照
ら
し
て
伊
勢

物
語
を
再
編
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

蘭
洲
に
よ
る
伊
勢
物
語
の
再
編
と
、
そ
れ
に
伴
ふ
二
元
的
構
成
説
は
そ
の

細
部
に
お
い
て
各
所
に
矛
盾
撞
著
の
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
き
た
が
、
彼
の

こ
の
着
想
は
必
ず
し
も
無
稽
の
方
法
Ｌ
し
て
葬
り
去
る
べ
き
も
の
で
は
な
か

ら
う
と
思
ふ
。

だ
が
し
か
し
、
文
学
評
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
蘭
洲
の
こ
の
興
味
あ
る

試
み
も
決
し
て
成
功
は
し
て
ゐ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
惟
ふ
に
そ
れ
は
、
蘭

洲
の
伊
勢
物
語
に
対
す
る
態
度
が
、文
学
と
し
て
の
そ
れ
に
対
す
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
文
学
以
前
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
、
主
人
公
業
平
に
、
関
心
の
重

点
が
お
か
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
た
め
に
勢

語
通
の
注
釈
過
程
が
、
文
学
的
真
実
と
歴
史
的
事
実
と
の
不
消
化
な
混
清
状

態
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
彼
が
支
那
古
奥
の
学
者
と
し
て
の
直
覚
に
よ
っ
て
、
在
五
中
将

を
楚
辞
の
主
人
公
に
比
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
日
本
古
典
伊
勢
物
語
の

価
値
を
彼
な
り
に
高
く
せ
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
こ
の
注

釈
の
筆
を
と
っ
て
ゐ
た
言
は
ば
晩
年
の
彼
の
胸
中
に
去
来
す
る
想
ひ
は
、
や

は
り
偶
像
業
平
、
偶
像
屈
原
に
一
脈
相
通
ず
る
不
遇
の
意
識
で
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ら
う
か
。

前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
彼
は
こ
の
書
執
筆
の
動
機
と
し
て
、
内
の
巻
を

「我
家
の
い
せ
物
語
と
し
、
ひ
と
つ
子
の
む
す
め
に
よ
ま
し
む
」
た
め
と
い

ひ
、
外
の
巻
は

「言
づ
か
ひ
の
ふ
る
く
お
も
し
ろ
」
き
に
ょ
っ
て
、
従
来
の

注
の
欠
を
補
ふ
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
書
を
娘
の
た
め
に
だ

け
の
著
作
で
あ
っ
た
と
し
た
の
は
恐
ら
ぐ
彼
の
謙
退
の
辞
で
あ
っ
た
ら
う
。

そ
の
こ
と
は
、
本
書
を
読
ん
で
ゆ
け
ば
分
る
と
こ
ろ
で
あ

，
て
、
そ
の
頭
注

傍
注
　
語
釈
は
い
づ
れ
も
彼
自
身
の
講
義
用
の
書
入
本
を
整
理
し
て
明
ら
か

に
バ
ブ
リ
ケ
イ
ン
ン
を
予
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

事
実
こ
の
書
は
、
明
治
四
十
四
年
十
月
、
懐
徳
堂
記
念
会
の
手
で
、
懐
徳

堂
遣
著
叢
書
の
内
に
上
下
二
冊
の
本
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し

こ
の
活
字
本
に
は
、
頭
注
　
傍
注
は
省
か
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
例

ヘ

ば
自
筆
本
第
九
段
の

「く
も
も
お
ち
す
」
を

「く
ま
も
お
ち
す
」
と
訂
し
た

り

「名
に
し
負
は
ば
」
の
歌
の
解
が
脱
文
し
て
ゐ
た
り
し
て
い
不
完
全
な
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
に
止
め
よ
う
。

附
記
　
本
稿
中
に
用
ひ
た
伊
勢
物
語
の
段
数
は
、
蘭
洲
自
筆
本
に
彼
が
附

し
て
ゐ
る
数
字
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
段
数
に
は
、
定
家
本

に
比
し
て
少
な
か
ら
ぬ
相
違
点
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
定
家
本
の
第
七

八
段
が
塗
籠
本
と
略
同
様
で
第
七
　
八
　
ユん
段
と
な
り
、
定
家
本
の

第
十
八
段
は
な
く
、
第
四
十
段
第
四
十

一
段
は
勢
語
通
内
上
で
前
者

が
第
四
十

一
段
、
外
上
で
後
者
も
第
四
十

一
段
と
同
じ
段
数
を
付
け

て
ゐ
る
。
ま
た
、
第
百
十

一
段
第
百
十
二
段
と
合
は
せ
て
勢
語
通
は

百
十

一
段
と
し
第
百
十
三
段
・
第
百
十
五
段
を
夫
々
二
つ
作
っ
て
ゐ

る
。
そ
の
た
め
全
体
の
段
数
に
若
千
の
食
ひ
ち
が
い
の
生
じ
て
ゐ
る

部
分
が
で
き
て
ゐ
る
。

（
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）
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