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短

連

座

歌

の

平
安
時
代
に
盛
行
し
た
い
は
ゆ
る
短
連
歌
が
、
そ
の
作
品
の
形
・
質
や
自
覚

に
お
い
て
一
期
を
劃
す
る
の
が
金
葉
集
と
そ
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て

い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

い
か
に
も
金
葉
集
の
作
品
に
至
る
と
、
言
葉
の
機
智
的
な
応
酬
は
、
単
に
意

味
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
意
味
と
し
て
応
和
す
る
語
調
を
更
に
左
右
対
称
的
に

配
列
す
る
と
い
ふ
形
式
性
の
上
に
ま
で
追
求
さ
れ
、
一
種
工
芸
的
と
も
い
ふ
べ

き
語
戯
の
妙
を
尽
し
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
完
成
さ
れ
た
と
い
っ

て
も
差
支
な
い
こ
の
や
う
な
様
態
を
前
に
す
る
と
、
撰
者
が
こ
れ
ら
の
作
品
群

を
あ
へ
て
「
連
歌
」
と
標
示
し
て
勅
撰
集
の
中
に
収
載
し
た
理
由
、
い
ひ
か
へ

れ
ば
語
戯
を
そ
の
ゆ
る
が
せ
な
ら
ぬ
要
素
と
認
め
て
き
た
当
時
の
文
学
の
概
念

（
勅
撰
集
を
規
準
と
す
る
）
の
中
に
、
連
歌
も
ま
た
十
分
に
包
摂
し
う
る
と
考

へ
た
そ
の
こ
と
が
、
納
得
で
き
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

お
そ
ら
く
文
学
と
し
て
の
連
歌
の
最
も
典
型
的
な
あ
り
方
を
示
す
べ
く
、
作

品
は
厳
選
さ
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
か
う
い
ふ
作
品
の
形
・
質
と
並
ん
で
、
第
二

に
注
目
さ
れ
る
の
は
作
品
の
書
式
で
あ
る
。

金
葉
集
（
三
奏
本
）
の
書
式
と
い
へ
ば
、
は
じ
め
に
調
書
と
し
て
ま
づ
唱
和

田

中

T年十

の
動
機
が
「
見
て
」
、
「
聞
き
て
」
式
に
簡
潔
に
示
さ
れ
、
次
に
二
句
一
聯
の
形

と
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
作
者
名
と
が
列
記
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

例
へ
ば
、
同
じ
撰
者
の
自
撰
歌
集
「
散
木
奇
歌
集
」
の
連
歌
の
書
式
に
比
べ
る

と
著
し
く
簡
略
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
勅
撰
集
に
限
っ
て
み
て

も
｜
｜
似
た
形
は
拾
遺
集
に
も
見
え
て
ゐ
て
、
特
に
新
規
と
は
い
へ
な
い
が
、

し
か
し
後
撰
集
の
書
式
か
ら
拾
遺
集
の
多
様
な
そ
れ
を
経
て
、
金
葉
集
流
布
本

に
及
ぶ
流
れ
が
、
三
奏
本
の
そ
れ
に
至
る
と
、
右
の
や
う
に
最
も
簡
潔
な
一
つ

註
一

’
の
形
に
定
着
し
て
ゐ
る
事
実
は
著
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
後
撰
集
か
ら
金
葉
集
に
か
け
て
連
歌
の
文
学
性
が
次
第
に

深
く
自
覚
さ
れ
、
か
つ
作
品
と
し
て
も
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
そ
の
推
移
に
対
応
す

る
事
実
な
の
で
あ
る
。

書
式
が
こ
の
や
う
に
自
覚
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
た
と
へ
そ
れ
が

い
か
に
簡
潔
で
あ
ら
う
と
、
連
歌
を
和
歌
同
様
に
安
定
し
た
一
個
の
文
字
文
芸

と
し
て
鑑
賞
す
る
に
必
要
な
条
件
は
、
こ
L
に
用
意
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
み
て
差

支
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
簡
潔
な
書
式
ゆ
ゑ
に
、
少
く

と
も
文
学
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
に
必
要
な
限
り
で
の
連
歌
の
条
件
は
こ
与
に
選

択
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
書
式
の
意
味
す
る
も
の
を
具
体
的

に
抽
出
し
て
み
る
と
、
一
に
、
連
歌
は
即
興
的
な
発
想
に
は
じ
ま
る
こ
人
間
の
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唱
和
で
あ
る
こ
と
。
二
に
、
二
句
一
聯
の
応
和
の
中
に
そ
の
文
学
的
世
界
は

完
結
し
て
ゐ
る
こ
と
。
更
に
第
三
と
し
て
前
述
の
、
作
品
の
も
つ
形
・
質
の
様

態
を
つ
け
加
へ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
諸
条
件
は
、
撰
者
の
懐
く
「
連
歌
」
の
観
念
と
無
関
係
で
あ
っ
た

と
は
思
は
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
現
在
、
短
連
歌
を
定
義
す
る
条
件
と
し
て
普

通
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
こ
れ
ら
で
み
め
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ

戸
り
え
ノ
。と

こ
ろ
で
こ
与
に
示
さ
れ
た
連
歌
の
特
色
は
後
の
純
正
連
歌
の
そ
れ
と
比
べ

て
著
し
く
異
質
で
あ
り
、
む
し
ろ
対
立
的
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
そ
れ
ら
が
自
覚
的
に
定
立
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
尚
更
、
短
連

歌
を
長
連
歌
の
、
よ
り
未
発
達
な
一
段
階
乃
至
は
単
な
る
前
史
と
見
る
こ
と
は

誤
り
で
、
逆
に
短
連
歌
は
そ
れ
自
体
と
し
て
完
結
し
た
、
独
自
な
様
式
を
も
っ

一
連
歌
、
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

さ
う
と
す
れ
ば
、
長
短
両
連
歌
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
後
の
連
歌
・
俳
諮
の

そ
れ
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
う
い
へ
ば
両
者
が
様
式
的
に
独
自
で

あ
り
な
が
ら
、
一
面
現
実
的
に
は
連
歌
か
ら
俳
諮
へ
と
い
ふ
持
続
と
展
開
と
を

成
り
立
た
せ
て
ゐ
る
関
係
も
長
短
両
連
歌
の
場
合
に
比
定
さ
れ
る
で
ゐ
ら
う
。

と
す
れ
ば
そ
の
持
続
の
面
は
い
か
に
し
て
辿
ら
れ
る
か
、
そ
の
契
機
は
ど
こ
に

見
出
さ
れ
る
か
と
い
へ
ば
、
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
座
と
、
二
句
一
聯
の
完

結
性
を
う
ち
破
る
も
の
と
、
の
成
立
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ

る。

註
二

こ
の
こ
と
は
既
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
ら
が

成
立
し
て
く
る
時
期
と
な
る
と
短
連
歌
の
成
長
後
、
鎖
連
歌
へ
の
過
渡
期
と
さ

れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
後
述
す
る
や
う
に
短
連
歌
の
内
部
に
む

し
ろ
本
来
包
蔵
さ
れ
て
ゐ
た
諸
契
機
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
閑
却
さ
れ
す
ぎ
て
ゐ

る
や
う
に
恩
ふ
。
私
が
注
目
し
た
い
の
は
ま
づ
こ
の
点
で
あ
る
が
、
し
か
し
単

に
さ
う
い
ふ
事
実
を
こ
と
さ
ら
に
注
目
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
意
味
は
、
か
う
い
ふ
事
実
を
は
っ
き
り
と
提
へ
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
金

葉
集
を
中
心
と
す
る
完
成
期
の
短
連
歌
の
文
学
的
意
義
が
真
に
よ
く
理
解
さ

れ
、
同
時
に
ま
た
長
連
歌
の
成
立
状
況
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
お
る
。
何
故
か
と
い
へ
ば
、
も
し
そ
れ
ら
の
こ
契
機
が

本
来
短
連
歌
の
中
に
包
蔵
さ
れ
て
ゐ
た
と
す
る
な
ら
、
金
葉
集
の
示
唆
す
る
前

述
の
や
う
な
連
歌
の
観
念
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
と
か
、
そ
の
成
立
の
意

義
な
ど
が
直
ち
に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
最
初
の
課
題
と
し
、
次
い
で
二
契
機
の
中
、
最
も
重
要
と
思
は

れ
る
座
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
長
連
歌
座
の
成
立
の
問
題
を
考
へ
て

み
よ
う
と
思
ふ
。

長
連
歌
を
真
に
歴
史
的
に
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
文
学
と
し
て
の
短
連

歌
が
長
連
歌
と
異
る
独
自
の
一
様
式
を
な
し
、
そ
の
限
り
で
は
完
結
的
で
あ
り

な
が
ら
、
一
面
現
実
的
に
は
後
者
へ
と
持
続
し
展
開
し
て
ゆ
く
前
述
の
や
う
な

関
係
の
把
握
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。
従
来
連
歌
史
は
、
こ
の
二
面
を
そ
れ
ぞ
れ

と
し
て
は
十
分
捉
へ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
関
係
の
仕
方
と
な
る
と
、
短

連
歌
の
中
か
ら
徐
々
に
座
が
成
長
し
、
同
時
に
二
句
一
聯
の
完
結
性
も
破
ら
れ

て
ゆ
く
と
い
ふ
や
う
な
直
線
的
な
推
移
と
み
る
の
が
一
般
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
ふ
。
そ
れ
で
こ
の
関
係
の
構
造
を
や
L
詳
細
に
捉
へ
て
み
よ
う
と
い
ふ
の

が
、
こ
の
試
論
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
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さ
き
に
提
示
し
て
お
い
た
や
う
に
、
鎖
連
歌
の
も
つ
二
つ
の
契
機
が
、
も
し

短
連
歌
の
内
部
に
本
来
包
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
金
葉



集
か
ら
抽
出
さ
れ
た
や
う
な
連
歌
の
観
念
と
そ
れ
と
の
間
の
背
馳
は
ど
の
や
う

に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

ま
づ
考
へ
ら
れ
る
第
一
の
こ
と
は
、
あ
の
書
式
は
確
か
に
用
意
を
も
っ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
作
品
の
鑑
賞
上
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
明
の
前
提
と
し
て
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
諸
条
件
が
、
例
の
二
契
機
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
。
ゐ
る
い
は
勅
撰
集
と
し
て
の
体
裁
上
、
省
略
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
。
第
三
は
、
以
上
の
や
う
な
単
な
る
表
記
上
の

省
略
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
連
歌
を
文
学
と
し
て
確
立
す
る
上
で
立
識
的
に
捨

象
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

ま
づ
二
句
一
聯
非
完
結
の
点
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
弁
乳
母
集
や
斎
宮
女
御
集

（
西
本
願
寺
本
）
な
ど
に
は
、
短
連
歌
の
応
酬
が
そ
の
ま
L
和
歌
の
そ
れ
へ
と

展
開
し
て
ゆ
く
例
が
見
え
る
し
、
反
対
に
和
歌
か
ら
連
歌
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く

例
も
馬
内
侍
集
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
右
の
例
も
示
す
通
り
、
第
三
旬
以
下
の

唱
和
が
連
歌
で
な
く
て
和
歌
に
代
る
と
こ
ろ
に
は
、
二
句
一
聯
の
も
つ
充
足
性

乃
至
は
求
心
性
の
強
さ
が
う
か
ピ
は
れ
る
と
も
い
へ
ょ
う
が
、
少
く
と
も
完
結

的
で
あ
る
と
は
い
は
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
短
連
歌
を
規
定
す
る
に
は
単
に

詩
形
式
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
む
し
ろ
そ
の
基
盤
を
な
す
応
酬
の
場
面
、
そ
の

場
面
の
も
つ
流
動
性
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ら

う
。
即
ち
応
酬
は
必
ず
し
も
一
回
で
充
足
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

和
者
が
唱
者
の
情
念
を
な
ほ
十
分
に
満
足
さ
せ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
逆
に
唱

者
に
新
た
な
刺
戟
を
加
へ
て
連
鎖
反
応
を
誘
発
す
る
と
か
し
て
、
常
に
第
一
一
一
の

展
開
を
可
能
に
す
る
や
う
な
流
動
性
を
包
蔵
し
て
ゐ
る
の
が
連
歌
場
面
で
あ
っ

た
と
思
ふ
。
し
か
し
右
の
諸
歌
集
に
見
え
る
や
う
な
連
歌
の
形
・
質
と
金
葉
集

期
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
考
へ
つ
か
れ
る
こ
と
は
、
か
う
い
ふ
情
念
の
流
動
性

に
応
じ
た
連
歌
本
来
の
不
安
定
さ
を
克
服
し
て
、
ど
の
や
う
に
か
一
形
式
と
し

て
自
己
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
短
連
歌
の
進
行
の
方
向
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
こ
の
や
う
な
流
動
性
を
、
前
述

の
や
う
な
語
詞
配
列
が
示
す
か
な
り
拘
束
力
の
強
い
秩
序
へ
と
い
ざ
な
ひ
、
形

式
の
美
を
彫
琢
す
る
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
さ

せ
る
に
至
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
金
葉
集
期
に
至
っ
て
文

学
と
し
て
の
自
覚
、
従
っ
て
作
品
の
自
向
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
や
う
に
な
る

と
、
そ
の
基
底
に
あ
る
連
歌
場
面
は
む
し
ろ
背
後
に
退
け
ら
れ
、
表
現
面
そ
れ

自
体
の
整
序
と
完
結
性
と
が
要
求
さ
れ
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ら

う
。
場
商
か
ら
切
り
離
さ
れ
L
ば
離
さ
れ
る
程
、
作
品
の
白
向
性
は
強
め
ら
れ

る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
う
し
て
金
葉
集
の
連
歌
は
、
も
は
や
場
面
の
表
記
を

必
要
と
し
な
い
作
品
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
鑑
賞
上
、
応
酬
の
最
初
の
動
機
が
示

さ
れ
る
こ
と
で
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
と
す
れ
ば
前
述
の
単

な
る
表
記
上
の
理
由
を
全
く
否
定
は
し
な
い
と
し
て
も
、
あ
与
し
た
書
式
を
と

る
に
至
っ
た
最
も
棋
本
的
な
理
山
と
し
て
意
識
的
な
捨
象
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
。

従
っ
て
金
葉
集
期
の
連
歌
を
二
句
一
聯
で
完
結
し
た
も
の
、
と
理
解
し
て
も

少
し
も
誤
り
に
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
連
歌
を
文
学
の
次

元
に
向
っ
て
昇
翠
す
る
た
め
に
か
く
て
抑
制
さ
れ
た
連
歌
衝
動
が
そ
の
ま
L
終

処
し
て
し
ま
ふ
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
連
俳
史
の

常
で
あ
っ
た
や
う
に
、
文
学
と
し
て
の
連
歌
の
底
に
生
活
感
情
と
結
ん
で
深
く

潜
勢
化
し
、
や
が
て
長
連
歌
発
生
の
基
盤
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
叙
述
は
、
資
料
を
伴
は
な
い
単
な
る
推
論
に
傾
く
ゃ
う
で
あ
る
が
、

し
か
し
同
じ
事
実
を
や
L
多
く
の
資
料
に
よ
っ
て
実
証
し
て
く
れ
る
の
が
、
次

の
短
連
歌
の
「
座
」
の
場
合
で
あ
る
。

3 



金
葉
集
連
歌
は
二
者
の
唱
和
と
い
ふ
形
を
見
せ
て
ゐ
る
が
〈
そ
れ
は
一
見
、

純
正
連
歌
期
の
撰
集
に
お
い
て
、
作
品
が
二
句
一
聯
の
形
で
収
め
ら
れ
て
ゐ
る

の
と
類
似
す
る
が
、
後
者
の
場
合
は
前
句
の
作
者
名
の
記
さ
れ
な
い
点
で
区
別

さ
れ
る
。
こ
L
で
は
二
句
は
も
は
や
唱
和
で
な
く
て
付
合
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
百
韻
の
一
部
と
し
て
の
付
句
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

ゐ
る
と
い
へ
る
）
、
し
か
し
諸
歌
集
・
物
語
・
記
録
等
に
徴
す
れ
ば
、
現
実
の

場
面
の
唱
和
す
る
両
者
は
必
ず
し
も
単
な
る
個
人
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
純

粋
に
個
人
対
個
人
の
場
合
よ
り
も
、
両
者
に
共
通
の
背
景
と
し
て
一
座
の
「
人

々
」
が
ゐ
る
と
か
、
少
く
と
も
応
酬
の
一
方
に
は
作
者
を
こ
め
た
「
人
々
」
の

集
り
が
あ
っ
た
と
い
ふ
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
手
近
い
資
料
と
し
て
は
散
木
奇

歌
集
の
「
連
歌
」
部
が
如
実
に
そ
の
こ
と
を
示
す
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
同
席

の
人
々
の
集
り
を
座
と
よ
ぶ
な
ら
、
連
歌
場
面
と
は
お
ほ
む
ね
座
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
こ
与
で
座
と
よ
ぶ
の
は
、
純
正
連
歌
期
に
お
け
る
あ
の
独

自
の
目
的
・
構
成
を
も
っ
「
座
」
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
し
か
し
随
意
に
短

連
歌
の
発
想
さ
れ
て
く
る
場
面
に
在
る
こ
の
人
々
の
集
り
を
、
こ
の
語
の
普
通

の
意
味
で
座
と
よ
ぶ
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
で
あ
ら
う
し
、
短
連
歌

に
つ
い
て
の
実
際
の
用
例
も
後
述
し
た
い
。
そ
れ
で
し
ば
ら
く
結
果
を
先
取
し

て
、
以
下
一
往
座
と
よ
ん
で
お
く
便
宜
に
従
ひ
た
い
と
思
ふ
。

散
木
集
の
詞
書
は
座
の
存
在
や
座
の
様
態
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
い
記
載
を

残
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
金
葉
集
の
書
式
と
鮮
明
な
対
照
を
示
し
て
ゐ
る
（
因

み
に
俊
頼
髄
脳
に
み
え
る
連
歌
の
書
式
は
、
ほ
ど
両
者
の
中
聞
に
位
置
す
る
）
。

従
っ
て
勅
撰
集
で
の
連
歌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
俊
頼
に
特
別
の
配
慮
の
あ
っ
た

こ
と
は
覆
へ
な
い
が
、
し
か
し
散
木
集
の
調
書
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
注
目
さ

れ
る
の
は
「
骨
わ
聞
き
て
付
け
け
る
」
式
の
も
の
が
十
指
に
余
る
こ
と
、
い
ひ

か
へ
れ
ば
座
を
前
提
と
し
な
が
ら
却
っ
て
座
を
離
れ
た
作
が
少
く
な
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
与
で
思
ひ
合
は
さ
れ
る
の
は
今
鏡
「
玉
づ
さ
」
の
章
が
、
俊
頼
の
連

歌
を
評
し
た
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
大
方
は
見
る
こ
と
聞
く
こ
と
に
つ
け
て
、

静
か
わ
ぞ
よ
み
ま
う
け
ら
れ
け
る
。
当
座
に
よ
む
こ
と
は
少
く
、
擬
作
と
書
き

て
ぞ
侍
り
け
る
」
と
。
前
の
「
後
に
」
と
い
ひ
、
こ
の
「
兼
ね
て
」
と
い
ひ
、

い
づ
れ
も
「
当
座
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
構
想
し
制
作
し
た
彼
の
態
度
は

註
三

ま
こ
と
に
注
目
に
価
す
る
。
後
に
良
基
は
当
座
に
対
し
て
兼
日
の
作
を
厳
し
く

批
難
し
て
ゐ
る
（
九
州
問
答
）
が
、
短
連
歌
に
あ
っ
て
も
唱
和
の
場
面
を
離
れ

た
制
作
の
尋
常
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
叙
上

の
こ
と
は
、
俊
頼
の
州
開
い
た
連
歌
の
観
念
が
す
で
に
座
を
捨
象
し
て
成
り
立
っ

て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
は
「
連
歌
」
よ
り
も

付
合
が
含
み
も
つ
知
巧
的
構
成
そ
の
も
の
を
愛
し
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
て
短
連
歌
に
あ
っ
て
は
、
唱
和
と
い
ふ
行
為
そ
の
も
の
よ
り
も
作
品
と

し
て
の
表
現
面
の
整
斉
が
重
視
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
ま
た
座
そ
の
も
の

よ
り
も
作
者
と
し
て
の
個
人
が
優
越
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
所
詮
は
短

連
歌
そ
の
も
の
L
進
行
の
方
向
で
あ
っ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
し
か
し
そ
の
優
れ
た
推
進
者
で
あ
る
俊
頼
が
こ
の
方
向
を
最
も
典
型
的
に

示
し
た
の
が
金
葉
集
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
よ
う
。
従
っ
て
こ
の
集
で
座
が
個
人

の
背
後
に
消
え
去
っ
た
の
も
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
か
う
い
ふ
書
式

の
と
ら
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
と
一
見
対
鵬
的
な
書
式
を
も
っ
散
木
集
の
中
に
、

叙
上
の
や
う
に
十
分
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
勅
撰
集
で
あ
る
が
た
め

の
特
殊
の
配
慮
に
出
た
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
金
葉
集
連
歌
の
書
式
が
物
語
っ
て
ゐ
る
ニ
句
一
聯
の
完
結
性
や
個
人

対
個
人
の
唱
和
方
式
や
が
決
し
て
短
連
歌
本
来
の
様
態
で
は
な
く
て
、
連
歌
が

文
学
の
次
元
に
昇
撃
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
確
立
さ
れ
た
特
殊
な
性
格
で
あ
っ
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た
こ
と
。
そ
れ
ゆ
ゑ
本
来
の
連
歌
は
む
し
ろ
流
動
性
を
も
っ
現
実
の
場
面
に
お

い
て
捉
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
し
か
も
場
面
の
常
態
は
座
と
し
て
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
古
代
の
唱
和
応
酬
の
場
面
（

例
へ
ば
記
の
志
毘
・
嚢
郁
の
歌
垣
な
ど
）
を
想
起
す
れ
ば
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当

然
の
こ
と
に
も
恩
は
れ
る
が
、
し
か
し
短
連
歌
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
こ

と
は
前
述
の
や
う
に
、
文
学
と
し
て
の
短
連
歌
の
意
義
を
正
し
く
理
解
す
る
上

に
も
、
ま
た
以
下
に
述
べ
る
や
う
な
、
短
連
歌
か
ら
長
連
歌
へ
の
展
開
を
可
能

に
す
る
現
実
の
根
拠
を
理
解
す
る
上
に
も
必
要
と
恩
は
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
試
論
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
座
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
・
種
々

相
を
考
へ
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
。

最
初
に
枕
草
子
の
、
「
草
の
庵
を
誰
か
尋
ね
む
」
と
い
ふ
付
句
を
め
ぐ
る
例

の
一
挿
話
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
漢
和
連
歌
の
濫
簡
と
も
み
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
諸
事
実
を
教
へ
て
く
れ
る
。

ま
づ
、
こ
の
応
酬
は
単
に
個
人
対
個
人
の
も
の
で
な
く
、
少
く
と
も
一
方
に

は
斉
信
を
中
心
と
す
る
宿
直
所
の
人
々
が
あ
り
、
し
か
も
彼
等
は
相
互
に
協
力

し
あ
ふ
親
和
的
な
結
合
体
を
な
し
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
が
、
同
時
に
清
少
納
言

の
方
も
「
御
前
の
お
は
し
ま
さ
ば
御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
を
」
と
嘆
く
通
り
、
あ
る

い
は
座
を
も
っ
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
は
、
二
句
一
聯
の
形
が
決
し
て
完
結
的
で
は
な
く
、
直
ち
に
第
三
句
が

喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
彼
女
は
出
句
の
後
「
ま
た
返
り

ご
と
も
い
は
ず
」
と
記
す
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
一
聯
が
何
ら
か
の
形
で
さ

ら
に
継
続
し
う
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
が
、
ま
た
斉
信
ら
の
一
座

も
第
三
句
を
付
け
あ
ぐ
ん
で
「
こ
と
に
ま
た
こ
れ
が
返
し
を
や
す
べ
き
」
な
ど

言
ひ
合
は
せ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
返
し
は
必
ず
し
も
第
三
句
の
形
（
和
歌
の

上
旬
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
点
は
詩
形
以
上

に
、
そ
の
基
底
に
あ
る
応
酬
の
場
面
そ
の
も
の
L
も
つ
流
動
性
に
あ
る
と
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
対
立
・
競
合
意
識
の
鋭
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
与

で
は
敗
け
方
が
一
転
し
て
他
方
の
熱
烈
な
称
讃
者
に
変
る
占
小
も
そ
れ
と
同
じ
程

に
印
象
深
い
。
称
讃
の
あ
の
こ
と
ご
と
し
い
描
写
は
お
そ
ら
く
そ
の
ま
L

に
受

取
っ
て
差
支
へ
な
か
ら
う
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
対
立
・
競
合
を

単
に
み
て
く
れ
の
も
の
と
し
、
根
本
は
す
べ
て
予
定
や
妥
協
の
上
に
成
り
立
っ

て
ゐ
る
と
み
る
こ
と
は
特
に
こ
の
場
合
正
し
く
あ
る
ま
い
。
何
し
ろ
こ
L
で

は
、
清
少
納
言
の
付
句
に
対
す
る
驚
き
や
称
讃
の
念
を
一
度
は
押
し
殺
し
て
、

第
三
句
を
も
っ
て
こ
れ
を
圧
倒
し
去
ら
う
と
し
た
ほ
ど
に
対
立
・
競
合
は
織
烈

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
付
合
に
失
敗
す
る
や
、
そ
の
た
め
の
快
悩
や

大
き
な
屈
厚
感
を
も
圧
倒
し
て
、
究
極
称
讃
の
念
に
支
配
さ
れ
る
と
い
ふ
や
う

に
、
対
立
・
競
合
と
称
讃
と
の
過
程
は
重
層
し
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
大

き
さ
は
倍
加
し
た
も
の
と
し
て
拙
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
対
立
・
競
合
に
も
打
ち
勝
ち
、
相
手
を
称
讃
で
応

じ
さ
せ
た
も
の
は
、
所
詮
彼
女
の
表
現
の
成
功
で
あ
り
、
逆
に
彼
等
が
表
現
に

失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
座
に
は
勝
負
を
規
制
す
る
規
準
と

し
て
ま
づ
表
現
価
値
の
観
念
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の

上
に
、
究
極
一
座
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
、
か
う
し
た
表
現
の
優
劣
に
遊
ぶ

座
興
の
観
念
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
挿
話
に

お
け
る
対
立
・
競
合
の
烈
し
さ
は
特
定
の
原
因
｜
｜
宿
怨
に
由
来
す
る
も
の
で

も
あ
る
が
、
に
も
拘
は
ら
ず
勝
負
が
表
現
の
争
ひ
で
あ
り
、
究
極
の
意
味
で
は

座
興
で
あ
る
と
す
る
当
時
の
通
念
は
、
つ
ひ
に
こ
の
場
合
も
破
ら
れ
な
か
っ
た
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と
評
し
て
も
よ
い
。

叙
上
に
よ
っ
て
座
の
存
在
、
ま
た
座
に
働
く
カ
の
流
動
性
、
座
と
そ
の
外
に

あ
る
も
の
と
の
聞
の
対
立
・
競
合
の
鋭
さ
や
さ
う
し
た
対
立
・
競
合
を
規
制
し

て
ゐ
る
観
念
等
が
捉
へ
ら
れ
た
か
と
思
ふ
が
、
な
ほ
問
題
に
な
る
の
は
斉
信
を

中
心
と
す
る
一
座
内
部
の
様
態
で
あ
る
。
一
座
は
外
、
清
少
納
言
に
対
し
て
は

共
通
に
対
抗
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
に
向
っ
て
も
相
互
に
緊
密
な
結
合
体
と

し
て
描
写
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
一
つ
の
緊
張
関
係
が
成
り

立
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
句
に
応
じ
て
「
源
中
将
つ
け

よ
」
な
ど
と
指
名
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
れ
は
互
設
的
な
、
従
っ
て
緊
張

は
比
較
的
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
と
は
受
取
れ
る
が
、
実
際
に
付
合
を
試
み
た
の

は
一
人
で
は
な
く
、
源
中
将
を
中
心
と
し
て
一
座
の
人
々
が
真
撃
に
付
合
の
苦

悩
を
分
担
し
、
出
句
の
決
定
の
た
め
に
ど
の
程
度
か
相
互
間
に
暗
黙
の
競
合
の

あ
っ
た
こ
と
も
読
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
う
と
す
れ
ば
こ
の
連
歌
場
面
に
は
、
外
に
向
っ
て
前
句
と
付
句
間
の
競

合
、
内
に
向
つ
て
は
付
句
相
互
間
の
そ
れ
、
と
い
ふ
二
種
の
競
合
関
係
が
成
り

立
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
後
者
は
前
者
の
中
に
包
ま
れ
る
構
造
に
あ
る
の
で
、
厳

密
に
い
へ
ば
二
重
の
競
合
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お

そ
ら
く
こ
の
二
重
の
関
係
こ
そ
連
歌
場
面
の
も
つ
基
本
の
構
造
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
挿
話
の
場
合
、
第
二
の
競
合
関
係
（
付
句
相
互
聞

の
）
は
前
述
の
や
う
に
な
ほ
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
よ
う
。

そ
こ
で
か
う
い
ふ
二
重
の
競
合
関
係
が
極
度
に
緊
張
す
る
典
型
的
場
合
と
し

て
、
俊
頼
髄
脳
に
見
え
る
良
還
の
「
も
み
ぢ
ば
の
こ
が
れ
て
見
ゆ
る
み
ふ
ね
か

な
」
の
前
句
を
め
ぐ
る
一
座
を
あ
げ
て
、
連
歌
場
面
の
構
造
を
一
層
鮮
明
に
捉

へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

こ
れ
は
良
遣
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
右
の
出
句
に
あ
っ
て
敗
れ
去
っ
た
話
で
あ

る
が
、
相
手
は
股
上
人
ら
の
人
々
で
あ
り
、
し
か
も
彼
等
は
二
般
の
舟
に
分
乗

し
て
ゐ
た
と
は
い
へ
、
前
句
に
対
立
・
競
合
せ
ん
が
た
め
に
相
互
に
緊
密
に
協

力
し
ゐ
ふ
結
合
体
を
成
し
て
ゐ
る
点
な
ど
、
事
情
は
前
話
と
ほ
ど
同
様
な
の
で

あ
る
。さ

て
彼
等
は
前
句
を
承
け
て
か
う
対
処
す
る
。
「
人
々
こ
れ
を
聞
き
て
舟
に

ま
か
せ
て
付
け
む
と
す
る
に
、
こ
と
や
L
久
し
か
り
け
れ
ば
、
舟
を
抽
刑
事
く
と
も

な
く
て
や
う
／
＼
築
島
を
巡
り
て
、
一
巡
り
の
ほ
ど
付
け
て
言
は
む
と
し
け
る

に
え
付
け
ざ
り
け
れ
ば
、
空
し
く
過
ぎ
に
け
り
。
お
そ
ろ
し
／
＼
（
「
い
か
に

お
そ
し
」
知
耕
一
利
尚
子
）
と
下
九
uhvιγ
山
uJぃ
二
巡
り
に
な
り
に
け
り
。
な
ほ
え
付

け
ざ
り
け
れ
ば
、
舟
を
ば
漕
が
で
島
に
隠
れ
て
、
返
々
も
わ
ろ
き
こ
と
な
り
。

こ
れ
を
今
ま
で
付
け
ぬ
に
日
は
み
な
本
れ
ぬ
。
い
か
ど
せ
む
と
す
る
に
と
、
い

ま
は
付
け
む
の
心
は
な
く
て
付
け
で
止
み
ぬ
る
こ
と
を
憂
へ
て
、
何
事
も
お
ぼ

え
ず
な
り
ぬ
o
」
（
統
々
群
書
）

f

類
従
本
＼

こ
の
文
章
で
は
、
短
連
歌
の
一
条
件
で
あ
る
出
句
の
速
度
の
こ
と
も
活
写
さ

れ
て
ゐ
て
興
味
深
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
い
ま
注
目
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
外
に
対
し
て
次
第
に
増
大
し
て
ゆ
く
対
立
・
競
合
の
立
識
及
び
焦
燥
が
同

時
に
、
内
に
対
し
て
は
「
互
ひ
に
争
ひ
て
」
と
い
は
れ
る
や
う
な
相
互
間
の
対

立
・
競
合
を
激
成
し
て
ゆ
く
そ
の
過
程
の
描
写
で
あ
る
。
こ
L
で
は
前
述
の
二

重
の
緊
張
関
係
は
相
互
に
反
映
し
あ
っ
て
殆
ん
ど
極
限
的
と
い
っ
て
も
よ
い
状

態
に
ま
で
増
大
さ
れ
て
を
り
、
お
の
づ
か
ら
座
の
構
造
も
ま
た
拡
大
露
呈
さ
れ

て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
こ
の
や
う
な
二
重
の
緊
張
関
係
の
厳
し
さ
は
も
と
よ
り
勝
負
意
識
の
烈

し
さ
に
基
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
こ
の
場
合
も
付
け
え
ず

に
敗
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
俊
頼
髄
脳
は
評
し
て
い
ふ
、
「
こ
の
こ
と

を
好
ま
む
者
は
、
あ
や
し
け
れ
ど
も
面
な
く
言
ひ
出
で
て
、
う
ち
笑
ひ
て
止
み
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ぬ
る
も
の
な
り
。
そ
の
日
も
お
の
づ
か
ら
心
の
中
に
付
け
た
る
者
ど
も
も
あ
り

け
め
ど
も
、
好
ま
ぬ
人
は
つ
L
ま
し
さ
に
は
れ
ぬ
（
「
晴
」
知
耕
一
利
学
）
な
ど

に
は
え
言
ひ
出
さ
で
、
程
へ
ぬ
れ
ば
や
が
て
こ
も
り
ぬ
る
な
り
。
き
れ
ば
な
ほ

よ
し
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
か
ゃ
う
の
折
の
料
に
好
む
べ
き
な
り
」
と
。

こ
L
で
は
ま
づ
「
好
む
」
こ
と
が
称
へ
ら
れ
、
従
っ
て
当
座
の
輿
を
専
と
し

て
、
句
の
彫
琢
よ
り
も
む
し
ろ
拙
速
の
徳
が
奨
励
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼

等
の
沈
黙
が
果
し
て
論
評
さ
れ
た
通
り
の
「
好
む
」
心
の
欠
如
で
あ
っ
た
か
、

い
ひ
か
へ
れ
ば
頑
く
な
に
句
の
巧
拙
に
こ
だ
は
り
す
ぎ
た
た
め
か
ど
う
か
は
明

記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
そ
も
そ
も
良
還
の
前
句
が
「
も
し
さ
や
う
の
事
ゃ

あ
る
と
て
ま
う
け
た
り
け
る
に
や
、
聞
き
け
る
ま
L
に
程
も
な
く
」
出
さ
れ
た

と
い
は
れ
る
や
う
な
兼
作
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、
「
晴
」

と
よ
ば
れ
た
こ
の
種
の
連
歌
場
面
（
皇
后
の
ゐ
る
里
第
で
の
催
）
が
、
い
か
に

表
現
意
識
の
昂
揚
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
か
ど
推
察
さ
れ
る
。
前
記
枕
草
子
で
も

「
こ
と
に
ま
た
こ
れ
が
返
し
を
や
す
べ
き
」
と
ま
で
思
案
し
な
が
ら
、
忽
ち
「

わ
ろ
し
と
い
は
れ
て
は
、
な
か
／
＼
ね
た
か
る
べ
し
」
と
翻
意
す
る
と
こ
ろ
に

は
、
表
現
の
価
値
に
対
す
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
の
ほ
ど
が
う
か
ど
は
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
比
べ
て
一
一
層
厳
し
い
緊
張
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
た

対
良
還
の
一
座
が
、
ま
し
て
表
現
意
識
の
過
剰
に
患
さ
れ
て
ゐ
た
と
は
考
へ
易

い
こ
と
で
あ
る
。
事
実
は
、
お
そ
ら
く
俊
頼
髄
脳
の
評
す
る
通
り
で
あ
っ
た
と

思
ふ
。こ

の
一
座
に
は
、
枕
草
子
の
場
合
と
同
様
に
、
安
易
な
お
座
な
り
を
許
さ
な

い
対
立
・
競
合
の
厳
し
さ
が
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
い
か
に
付
け
る
か
が
単
に
付

け
る
こ
と
に
優
越
し
、
表
現
価
値
に
対
す
る
顧
慮
が
沈
黙
の
意
味
す
る
敗
北
や

屈
辱
感
に
も
優
越
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
枕
草
子

の
場
合
と
異
っ
て
結
果
は
相
手
の
称
讃
に
終
ら
ず
に
、
却
っ
て
「
憂
へ
て
何
事

も
お
ぼ
え
ず
」
に
な
り
、
背
後
に
あ
っ
た
帝
や
頼
通
の
歎
き
を
も
招
い
た
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
こ
の
一
座
の
も
つ
対
立
・
競
合
の
烈
し
さ
は
も
は
や
座
興
の
枠

を
さ
へ
打
ち
破
っ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
「

あ
や
し
け
れ
ど
も
面
な
く
言
ひ
出
で
て
、
う
ち
笑
ひ
て
止
む
」
べ
し
と
俊
頼
髄

脳
は
評
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
と
前
者
と
は
ま
さ
に
対
極
に
立
つ
と

い
っ
て
よ
い
。
即
ち
俊
頼
髄
脳
は
、
連
歌
の
も
つ
勝
負
の
性
質
は
そ
れ
と
し
て

認
め
な
が
ら
あ
く
ま
で
そ
れ
を
座
興
の
中
に
包
摂
す
る
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
勝
負

そ
の
こ
と
よ
り
も
対
立
す
る
両
者
を
笑
ひ
の
中
で
融
和
さ
せ
統
合
す
る
こ
と
を

連
歌
の
意
義
と
考
へ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
や
む
を
え
な
け
れ

ば
、
拙
速
を
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
表
現
価
値
よ
り
も
付
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
ま

づ
要
請
し
て
ゐ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
L
に
対
立
す
る
こ
つ
の
連
歌
観
や
座
の
様
態
や
が
捉
へ
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
が
、
対
良
遣
の
一
座
に
関
す
る
批
評
と
し
て
は
外
に
も
う
一
つ
、
八
雲
御
抄

の
場
合
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
御
抄
は
、
「
殿
上
人
み
な
逐
電

も
真
実
に
は
に
く
か
ら
ぬ
こ
と
か
。
品
日
も
今
も
よ
く
し
か
け
ら
れ
ぬ
れ
ば
、
遁

げ
た
る
こ
と
多
し
。
歌
よ
り
も
大
事
な
る
事
な
り
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
御
抄
で
は
右
の
俊
頼
髄
脳
と
は
異
っ
て
、
単
に
付
け
る
よ
り
も
表
現
側
値

が
尊
重
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
一
方
、
対
良
還
の
一
座
の
意
識
と
も
は
っ
き

り
異
る
こ
と
は
、
か
う
し
た
敗
北
が
屈
辱
感
と
な
ら
ず
に
む
し
ろ
遁
げ
る
こ
と

も
一
つ
の
故
実
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
点
で
あ
る
。
所
詮
連
歌
は
座
興
で

あ
り
、
敗
北
も
座
興
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
解
決
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

か
う
み
る
と
御
抄
と
俊
頼
髄
脳
と
は
、
や
む
を
え
な
い
場
合
表
現
価
値
と
付

合
自
体
と
の
い
づ
れ
に
重
き
を
置
く
か
に
つ
い
て
差
異
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

勝
負
が
座
興
に
下
属
し
、
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
立
場
は
同
一
で
あ
っ
た
と
い
っ
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て
よ
い
。
し
か
も
両
者
の
発
言
は
と
も
に
事
情
の
や
む
を
え
な
い
場
合
の
処
置

と
し
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
発
言
を
通
し
て
お
そ
ら
く
両

者
が
共
通
に
予
想
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
連
歌
の
本
来
あ
る
べ
き
像
を
構
成
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
連
歌
と
は
座
興
と
勝
負
と
の
調
和
、

付
合
と
表
現
価
値
と
の
調
和
を
、
当
座
と
速
度
と
い
ふ
拘
束
の
も
と
で
達
成
し

註
四

ょ
う
と
す
る
も
の
、
と
い
っ
て
差
支
な
い
か
と
思
ふ
。
さ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の

様
態
か
ら
最
も
遠
い
場
合
が
対
良
遼
の
一
座
で
あ
り
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
も

の
が
俊
頼
髄
脳
の
い
ふ
「
晴
」
の
意
識
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
も
し
こ

の
二
つ
の
対
立
を
、
二
つ
の
連
歌
観
・
座
の
対
立
と
し
て
類
型
化
し
よ
う
と
す

註
五

る
な
ら
、
後
者
は
し
ば
ら
く
晴
の
類
型
と
よ
ん
で
い
L
か
も
し
れ
な
い
し
、
前

者
は
お
の
づ
か
ら
裂
の
類
型
と
よ
ん
で
い
L
か
と
思
ふ
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
晴
・
蓑
の
区
別
は
類
型
と
し
て
定
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
実
際
の
個
々
の
場
合
が
そ
の
い
づ
れ
か
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
多
く
は
両
者
の
間
に
あ
る
種
々
な
様
態
と
し
て
捉
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

例
へ
ば
前
掲
枕
草
子
の
場
合
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
付
合
と
表
現
価
値
と
の
調
和

が
著
し
く
破
ら
れ
て
ゐ
る
点
で
は
晴
に
近
づ
き
な
が
ら
、
一
方
座
興
と
勝
負
と

の
調
和
の
か
ら
う
じ
て
守
ら
れ
て
ゐ
る
点
で
は
褒
に
近
づ
い
て
ゐ
る
と
見
ら
れ

る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
般
に
類
型
の
意
義
が
さ
う
で
あ
る
や
う

に
、
以
上
二
つ
の
類
型
を
立
て
L
お
く
こ
と
は
個
々
の
場
合
を
位
置
づ
け
、
測

定
す
る
上
で
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

四

右
の
二
種
の
類
型
は
い
づ
れ
も
一
座
と
そ
の
外
に
あ
る
も
の
と
の
対
立
と
い

ふ
連
歌
場
面
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
二
重
の
構
造
を
具
へ
て
ゐ
た
が
、

そ
の
中
衰
の
類
型
は
晴
に
比
べ
て
一
層
緊
張
関
係
が
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
。
就

中
一
座
内
の
対
立
・
競
合
は
さ
う
で
、
む
し
ろ
親
和
的
な
協
力
関
係
と
い
ふ
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
し
か
し
短
連
歌
に
は
以
上
の
外
に
、
両
者
の
対
立
が

更
に
ゆ
る
や
か
と
な
っ
て
対
立
す
る
一
方
が
一
座
の
中
に
吸
収
せ
ら
れ
、
一
座

即
連
歌
場
面
と
い
ふ
構
造
を
も
っ
場
合
が
と
り
出
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
従
っ
て
、
前
句
と
付
句
間
の
対
立
・
競
合
及
び
付
句
相
互
の
聞
の

対
立
・
競
合
と
い
ふ
二
重
の
構
造
が
消
え
、
任
意
の
前
句
を
め
ぐ
る
付
句
（
一

座
）
相
互
の
聞
の
対
立
・
競
合
と
い
っ
た
形
を
と
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
し
ば
ら

く
第
三
の
類
型
と
よ
ん
で
お
か
う
と
思
ふ
。
こ
れ
が
後
の
純
正
連
歌
と
の
関
聯

を
考
へ
る
上
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
場
面
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
い
ふ
ま
で
も

な
か
ら
う
が
、
私
が
最
初
か
ら
使
用
し
て
き
た
「
座
」
の
用
例
も
管
見
の
及
ぶ

と
こ
ろ
、
い
づ
れ
も
こ
の
場
面
に
属
す
る
の
は
あ
る
い
は
偶
然
で
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
果
し
て
さ
う
と
す
れ
ば
私
は
や
L
こ
の
語
を
拡
張
し
て
使
っ
て
き

た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
類
型
に
属
す
る
実
例
も
少
く
な
い
が
、
中
で
特
に
問
題
を
苧
む
二
つ
の

場
合
を
掲
げ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

ま
づ
一
つ
は
相
模
集
に
、
「
九
月
の
朔
に
、
人
に
も
の
昔
一
口
ふ
折
に
、
夜
い
た

う
ふ
け
て
ほ
の
か
に
雁
の
鳴
く
を
聞
き
て
、
週
く
し
て
も
あ
る
べ
き
に
、
か
れ

聞
け
い
か
ど
と
い
ふ
人
の
あ
り
し
か
ば
、
『
心
そ
ら
な
る
旅
の
雁
か
な
』
、
ま

た
人
『
一
声
も
聞
か
ぬ
ね
ざ
め
は
な
け
れ
ど
も
』
、
さ
や
は
い
は
む
と
思
ひ
っ

る
と
心
の
う
ち
に
、
『
め
づ
ら
し
き
声
と
聞
け
ど
も
さ
夜
な
か
に
』
」
と
あ
る
場

面
で
あ
る
。
相
模
は
人
の
間
ひ
ま
た
は
挑
み
に
引
か
れ
て
あ
へ
て
出
句
し
た
の

で
あ
る
が
、
彼
女
も
そ
れ
を
連
歌
に
仕
立
て
L
相
手
に
付
句
を
挑
み
か
け
る
。

や
が
て
そ
れ
に
応
じ
て
第
二
句
が
付
け
ら
れ
る
や
、
彼
女
は
別
に
第
二
句
を
案

じ
て
心
中
ひ
そ
か
に
両
句
を
対
置
・
比
較
す
る
の
で
あ
る
。

こ
L
で
「
人
」
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
の
は
、
す
べ
て
別
人
と
も
見
え
る
が
、

8 
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か
れ
聞
け
、
い
か
ど
と
い
ふ
人
」
や
「
ま
た
人
」
な
ど
、
少
く
と
も
彼
女
の
相

手
に
立
つ
人
が
、
彼
女
と
彼
女
が
「
も
の
言
ふ
」
人
を
中
心
と
す
る
一
団
の
外

に
あ
る
か
、
内
に
あ
る
か
判
明
し
な
い
程
、
彼
女
等
す
べ
て
の
対
立
関
係
は
ゆ

る
や
か
で
あ
る
こ
と
は
ま
づ
注
意
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
与
に
は
前
記

の
二
重
の
緊
張
関
係
の
構
造
が
も
は
や
微
弱
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
注

意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
前
句
と
付
句
と
の
関
係
は
、
も
は
や
対

立
・
競
合
と
い
ふ
よ
り
も
任
意
な
前
句
に
対
す
る
付
合
と
い
ふ
方
が
適
切
で
あ

り
、
ま
た
付
句
相
互
の
聞
の
対
立
・
競
合
は
、
必
ず
し
も
微
弱
と
は
い
へ
な
い

に
し
て
も
も
は
や
内
固
化
し
て
、
相
模
一
個
の
心
担
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と

が
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
付
句
相
互
の
聞
の
競
合
は
も
は
や
前
句
を
圧
倒
せ

ん
が
た
め
の
相
互
の
協
力
の
方
式
と
し
て
あ
る
筈
は
な
く
、
却
っ
て
前
句
と
付

句
と
の
関
係
の
適
否
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
前
句
と
協
力

せ
ん
が
た
め
の
付
句
相
互
の
聞
の
競
合
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
そ

れ
が
彼
女
の
心
中
で
ひ
そ
か
に
比
較
、
対
決
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
こ
の
場
面
が
後
の
純
正
連
歌
の
そ
れ
と
著
し
く
類
似
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
で
あ
ら
う
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
流
れ
る
感
情
や
情
趣
の
質
、
傾

向
で
あ
る
。
「
心
そ
ら
な
る
」
と
い
ふ
前
句
は
行
情
風
に
も
解
せ
ら
れ
る
け
れ

ど
も
、
少
く
と
も
「
心
そ
ら
な
る
」
に
は
語
戯
も
見
え
る
わ
け
で
、
付
句
の
い

か
ん
に
よ
っ
て
は
常
の
知
巧
的
な
唱
和
に
止
ま
り
え
た
筈
で
あ
る
が
、
意
外
に

も
「
一
戸
も
」
の
付
句
は
持
情
風
の
、
い
は
H
A

有
心
の
付
け
と
解
す
べ
き
も
の

と
な
っ
て
ゐ
る
。
が
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
「
め
づ
ら
し
き
」
の
付
句
に
よ
っ
て

こ
の
一
座
を
支
配
す
る
雰
囲
気
や
感
情
の
方
向
は
決
定
的
と
な
る
。
い
ひ
か
へ

れ
ば
こ
の
二
つ
の
付
句
聞
で
ひ
そ
か
に
争
は
れ
て
ゐ
る
点
は
、
前
句
の
有
心
的

な
意
味
あ
ひ
に
対
し
、
ど
う
い
ふ
状
況
を
表
現
と
し
て
配
合
す
る
こ
と
が
前
句

の
感
情
や
情
趣
の
あ
り
方
を
最
も
深
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
一
声
も

聞
か
ぬ
、
め
づ
ら
し
き
芦
と
聞
く
、
の
い
づ
れ
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

註
六

る
。
そ
し
て
後
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
い
は
ど
人
々
の
「
心
く
ら
べ
」
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
意
味
を
こ
め
て
有
心

と
よ
ん
で
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
語
戯
と
し
て
の
短
連
歌
と
は
も
は

や
異
質
の
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
う
い
ふ
作
品
内
容
か
ら
い
っ

て
も
こ
の
場
面
が
純
正
連
歌
に
一
層
近
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
は
れ
ず
、
こ
L

か
ら
長
連
歌
へ
の
展
開
を
見
通
す
こ
と
は
か
な
り
容
易
に
も
思
は
れ
る
。

し
か
し
右
の
有
心
か
語
戯
か
の
点
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
こ
の
種
の
座
で
は
ま

だ
そ
の
い
づ
れ
と
も
決
ま
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
相
模
集
を
見

る
と
右
の
一
聯
を
挿
ん
で
前
後
に
二
つ
の
連
歌
が
並
ん
で
ゐ
る
が
、
後
の
は
同

様
に
有
心
風
で
・
あ
る
が
前
の
は
、
「
ね
ま
ち
の
月
を
ふ
し
て
見
る
か
な
」
「
い
さ

よ
ひ
も
た
ち
ま
ち
に
や
は
出
づ
る
と
て
」
と
い
ふ
金
葉
集
風
に
整
理
さ
れ
た
語

戯
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
こ
の
座
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、

し
か
し
、
詞
書
に
よ
れ
ば
後
日
に
前
句
を
聞
い
て
付
け
た
こ
と
が
分
る
し
、
散

木
集
に
も
多
か
っ
た
こ
の
種
の
後
日
の
付
合
｜
｜
当
座
を
離
れ
、
付
合
の
知
巧

的
構
成
そ
れ
自
’
身
の
興
味
に
よ
り
か
L

っ
た
連
歌
ー
ー
が
成
立
し
て
く
る
状
勢

が
、
前
の
「
心
そ
ら
な
る
」
式
の
一
座
の
中
に
用
意
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
る
理
由
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
述
の
や
う
に
競
合
が

内
面
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
表
現
の
巧
州
に
対
す
る
関
心
が
鋭
く
な
っ
て
ゆ
く
傾

向
が
い
よ
い
よ
促
進
さ
れ
る
時
、
付
合
が
や
が
て
一
座
す
ら
を
も
超
え
て
完
全

に
作
者
個
人
の
内
部
に
そ
の
座
を
移
す
に
至
る
こ
と
は
容
易
に
推
定
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
お
そ
ら
く
前
記
相
模
集
的
一
座
に
お
い
て
は
、
作
品
は

有
心
、
語
戯
の
い
づ
れ
で
も
あ
り
え
た
と
恩
は
れ
る
。

第
三
の
類
型
は
し
か
し
、
叙
上
の
や
う
な
特
色
を
も
っ
一
座
に
の
み
限
ら
れ

9 



て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
あ
げ
る
宇
治
拾
造
物
語
巻
十
四
「
仲
胤
僧
都
連

歌
の
事
」
に
拙
か
れ
た
て
加
盟
は
む
し
ろ
対
際
的
と
も
い
は
れ
よ
う
。

「
若
き
僧
綱
・
有
職
な
ど
庚
申
し
て
遊
び
け
る
に
、
上
童
の
い
と
憎
く
さ
げ

な
る
が
瓶
子
と
り
な
ど
し
あ
り
き
け
る
を
、
あ
る
僧
し
の
び
や
か
に
『
上
主
大

章
子
に
も
劣
り
た
り
』
と
連
歌
に
し
け
る
を
、
人
々
し
ば
し
案
ず
る
程
に
仲
胤

僧
都
そ
の
座
に
あ
り
け
る
が
、
や
L
、
胤
は
や
う
付
き
た
り
と
い
ひ
け
れ
ば
、

若
き
僧
た
ち
い
か
に
と
顔
を
ま
も
り
あ
ひ
侍
り
け
る
に
、
仲
胤
『
祇
園
の
御
会

を
待
つ
ば
か
り
な
り
』
と
付
け
た
り
け
り
。
こ
れ
を
各
々
、
こ
の
述
散
は
い
か

に
付
き
た
る
ぞ
と
し
の
び
や
か
に
い
ひ
あ
ひ
け
る
を
仲
胤
聞
き
て
、
や
L
わ
た

う
、
連
歌
だ
に
付
か
ぬ
と
付
き
た
る
ぞ
か
し
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞

き
伝
へ
た
る
者
ど
も
、
一
度
に
は
っ
と
と
よ
み
笑
ひ
け
り
と
か
o
」

こ
の
連
歌
は
明
ら
か
に
一
座
の
中
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
前
句

と
付
句
と
の
関
係
は
対
立
・
競
合
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
付
合
と
よ
ぶ
の
が
ふ
さ

は
し
い
こ
と
。
対
立
・
競
合
は
付
句
相
互
の
聞
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
前
句

と
付
句
と
の
聞
の
関
係
の
適
否
を
批
判
す
る
方
向
に
働
い
て
ゐ
る
（
「
こ
の
連

歌
は
い
か
に
付
き
た
る
ぞ
と
し
の
び
や
か
に
い
ひ
あ
ひ
け
る
」
）
こ
と
、
M
V
7

は

全
く
相
模
集
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
対
立
・
競

合
が
、
「
や
＼
胤
は
や
う
付
き
た
り
」
な
ど
と
い
う
描
写
の
示
す
や
う
な
わ

れ
勝
ち
の
争
ひ
で
、
ま
さ
に
勝
負
連
歌
の
気
合
で
あ
る
こ
と
は
相
模
集
の
あ
の

内
面
性
に
比
べ
て
著
し
く
相
異
す
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
一
座
が
座
興
で
あ
る
こ

と
も
両
者
に
共
通
す
る
が
、
し
か
し
こ
与
で
は
一
座
を
と
よ
も
す
笑
ひ
が
語
る

や
う
に
、
や
は
り
著
し
く
外
発
的
で
あ
る
。
作
品
の
質
が
語
版
で
あ
る
こ
と
は

お
そ
ら
く
か
う
し
た
座
の
性
格
の
も
た
ら
す
当
然
の
結
果
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
お
も
ふ
に
こ
の
座
は
、
座
の
構
造
こ
そ
異
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
性
格
に
お

い
て
か
な
り
衰
の
類
型
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
や
う
に
比
較
す
る
と
相
模
と
仲
胤
と
の
両
座
は
共
に
第
三
の
類
型
に
属

し
な
が
ら
、
そ
の
内
面
性
と
外
発
性
と
に
お
い
て
著
L
く
異
っ
た
性
格
を
示

す
。
そ
こ
で
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
高
め
て
二
つ
の
類
型
を
立
て
、
し
ば

ら
く
前
者
を
静
態
、
後
者
を
動
態
の
類
型
と
よ
ん
で
お
き
た
い
。

10 
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叙
上
は
短
連
歌
の
座
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
椛
造
と
見
ら
れ
た
二
重
の
緊
張

関
係
が
次
第
に
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
で
の
三
つ
の
場
合
を
中
心
と
し

て
、
四
種
の
類
型
を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
L
で
最
後
に
、
次
の
二
つ
の

課
題
を
出
し
て
み
た
い
。
即
ち
一
つ
は
、
金
葉
集
期
に
見
ら
れ
る
や
う
な
連
歌

の
文
学
的
完
成
に
あ
づ
か
っ
て
力
の
あ
っ
た
座
は
ど
の
類
型
に
属
す
る
の
で
あ

ら
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
反
対
に
、
こ
の
文
学
化
の
潮
流
の
背

後
に
退
い
て
次
の
長
連
歌
の
成
立
を
用
意
し
た
座
は
ど
れ
で
あ
っ
た
か
、
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。

ま
づ
表
現
意
識
の
高
さ
を
い
へ
ば
、
「
晴
」
や
「
第
一
一
ご
の
中
の
静
態
の
類

型
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
俊
頼
髄
脳
や
散
木
集

な
ど
比
較
的
に
調
書
の
詳
細
な
も
の
に
徴
し
て
も
、
晴
と
い
は
れ
る
も
の
は
な

き
に
等
し
く
ご
く
特
殊
で
あ
っ
た
と
考
へ
て
よ
い
。
従
っ
て
静
態
の
類
型
が
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
座
は
俊
頼
の
作
風
に
最
も
適
合
し
て
ゐ
た
ば
か

り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
一
般
に
連
歌
の
文
学
性
を
考
へ
る
上
で
最
も
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
こ
の
座
は
も
と
よ
り
屋
内
に
限
ら
ず
、
旅
を
す
る
一

行
の
中
に
も
十
分
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
。

俊
頼
は
、
連
歌
の
中
に
見
出
さ
れ
つ
L
あ
っ
た
文
学
性
を
さ
ら
に
確
立
し
よ

う
と
し
た
優
れ
た
自
覚
者
で
あ
っ
た
が
、
前
引
の
俊
頼
髄
脳
（
七
頁
）
に
見
ら

れ
る
や
う
に
彼
に
は
連
歌
を
「
な
ほ
よ
し
な
き
こ
と
」
と
諮
る
立
場
の
あ
っ
た



こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
明
ら
か
に
矛
盾
す
べ
き
二
つ
の
見
解
を

具
へ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
後
者
の
指
示
す
る
も
の
は
俊
頼
髄
脳

が
そ
こ
で
語
っ
て
ゐ
る
や
う
な
喪
の
類
型
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
動

態
の
類
型
で
も
あ
っ
た
と
思
ふ
。

こ
れ
ら
は
短
連
歌
の
基
盤
あ
る
い
は
常
態
と
い
っ
て
も
差
支
な
い
も
の
で
、

そ
れ
ゆ
ゑ
に
表
現
の
巧
拙
に
ば
か
り
は
執
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ

か
ら
と
い
っ
て
こ
L
に
佳
作
の
生
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
し
か
し

こ
与
で
語
版
表
現
の
巧
徹
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
常
に
繰
返
し

の
も
た
ら
す
技
法
の
単
調
さ
と
か
、
安
定
し
て
は
ゐ
る
が
発
想
や
内
容
の
常
套

化
な
ど
と
い
っ
た
危
険
の
伴
ふ
こ
と
が
、
座
の
性
絡
か
ら
み
て
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
で
あ
ら
う
。

次
に
長
連
歌
へ
の
移
行
を
最
も
よ
く
説
明
す
る
座
の
類
型
は
何
で
あ
ら
う

か
。
そ
れ
が
第
三
の
類
型
で
あ
る
こ
と
は
ま
づ
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
果
し
て
そ
の
中
の
い
づ
れ
で
あ
ら
う
。
今
鏡
や
古
今
著
聞
集
な
ど
に
散
見

す
る
初
期
鎖
連
歌
の
作
例
を
見
て
気
が
つ
く
こ
と
は
、
す
で
に
語
戯
以
上
に
出

て
表
現
の
有
心
化
を
と
げ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
往
そ
れ
ら
の
作

品
が
早
く
有
心
化
を
見
せ
た
短
連
歌
座
の
系
統
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
静
態
の
中
の

「
心
そ
ら
な
る
」
式
の
場
面
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
こ

と
に
も
な
る
が
、
し
か
し
鎖
連
歌
の
発
生
と
共
に
早
く
出
現
し
て
そ
の
運
営
の

中
心
に
坐
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
賦
物
の
こ
と
を
考
へ
合
は
せ
る
と
、
推
測
は
ま
た

別
様
に
も
立
て
ら
れ
る
。
即
ち
最
初
の
鎖
連
歌
は
む
し
ろ
語
戯
の
系
統
を
基
盤

と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
や
が
て
語
敵
を
賦
物
の
形
に
整
理
し
、
形
式
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
（
そ
れ
は
賦
物
の
成
立
を
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
）
、
却

っ
て
作
品
自
体
と
語
戯
と
を
分
離
し
て
前
者
に
お
け
る
表
現
の
有
心
化
を
促
す

註
七

こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
二
つ
の
推
測
か
ら

前
述
の
鎖
連
歌
資
料
を
眺
め
て
み
る
と
、
今
鋭
「
花
の
主
」
の
章
の
「
な
ら
の

み
や
こ
を
恩
ひ
こ
そ
や
れ
」
以
下
の
三
句
な
ど
、
賦
物
が
判
明
し
な
い
（
三
字

中
略
な
ど
は
考
へ
ら
れ
る
〉
が
、
も
し
斌
物
を
と
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
句
風

か
ら
み
て
「
心
そ
ら
な
る
」
式
の
延
長
と
し
て
十
分
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
り

そ
の
限
り
で
前
者
の
推
定
が
可
能
と
な
る
が
、
ま
た
古
今
著
聞
集
巻
五
の
い
ろ

は
連
歌
を
見
る
と
後
者
の
推
定
も
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
鎖
連
歌
に
お
け
る
場
面
の
状
況
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
周
知
の
や
う

に
袋
草
子
は
鎖
述
歌
を
戒
め
て
、
「
叉
如
然
之
時
、
任
口
早
速
－
一
不
可
発
ι

当

座
ノ
主
君
、
若
ハ
女
房
事
ヲ
暫
ク
可
相
待
也
。
有
遅
々
時
一
詠
出
之
、
尤
宜
鰍
。

我
等
之
時
ハ
非
沙
汰
之
限
」
と
い
ひ
、
和
歌
色
葉
は
「
口
に
任
せ
て
言
ふ
べ
か

ら
ず
。
句
の
数
多
か
ら
む
と
恩
ひ
、
傍
の
人
に
優
れ
む
と
励
み
て
、
の
ら
ず
珍

ら
し
か
ら
ぬ
句
を
恥
ぢ
ず
陣
ら
ず
い
ふ
は
、
先
達
の
戒
め
な
り
。
当
座
の
そ
し

り
な
り
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
せ
ば
、
当
時
の
鎖
連
歌
の
常
態
は

速
度
・
句
数
を
争
っ
て
、
必
ず
し
も
句
の
巧
拙
に
拘
は
ら
な
い
一
座
内
の
競
合

・
勝
負
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
著
し
く
動
態
の
座
と
の
類
似
が

感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
へ
合
は
せ
る
と
、
鎖
連
歌
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
少
く

と
も
そ
の
本
筋
は
動
態
の
短
連
歌
座
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
。
そ
れ
は
嘆
の

座
に
も
助
け
ら
れ
な
が
ら
文
学
化
と
い
ふ
潮
流
の
背
後
に
潜
勢
し
て
ゐ
た
で
あ

作
り
同
ノ
。

占

J、

か
う
し
て
初
期
の
鎖
連
歌
は
動
態
の
座
を
基
盤
と
し
つ
L
、
そ
の
必
然
の
方

向
と
し
て
の
有
心
化
や
、
袋
草
子
風
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
り
し
て
漸
次
速
度

．
句
数
の
争
ひ
を
克
服
す
る
や
う
な
新
た
な
方
向
を
拓
い
て
い
っ
た
か
と
思
ふ

11 



が
、
そ
れ
ら
が
錯
綜
し
て
最
も
多
彩
な
様
態
を
呈
し
た
の
が
後
鳥
羽
院
の
御
所

を
中
心
と
す
る
そ
の
時
代
の
連
歌
で
あ
っ
た
。

明
月
記
か
ら
推
せ
ば
御
所
の
連
歌
は
、
建
永
の
末
頃
院
の
発
起
で
は
じ
ま
っ

た
有
心
・
無
心
両
衆
の
結
成
と
対
抗
が
そ
の
あ
り
方
を
決
定
し
た
か
の
や
う
に

見
え
る
。
競
技
方
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
両
衆
の
対
立
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
一
座

に
あ
っ
て
競
合
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
い
づ
れ
も
賦
物
を
め
ど
と
し
て
句
数

・
速
度
を
争
ふ
烈
し
い
勝
負
連
歌
で
あ
り
、
そ
の
際
ほ
と
ん
ど
必
須
の
も
の
と

し
て
版
物
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
か
う
い
ふ
様
態
に
も
し
前
掲
の
短
連
歌
の
類

型
を
適
加
す
る
な
ら
、
割
反
や
動
態
の
そ
れ
を
著
し
く
遊
宴
化
し
た
も
の
と
も
評

す
る
外
は
な
い
で
あ
ら
う
。

そ
れ
に
し
て
も
か
う
い
ふ
連
歌
座
に
お
け
る
作
品
の
質
・
傾
向
は
何
で
あ
ら

う
。
明
月
記
に
は
「
人
数
太
多
而
狂
句
速
出
之
問
、
諸
人
無
句
数
」
（
叫
刊
一
一
一

廿
八
）
と
い
ふ
記
載
も
見
え
る
。
も
し
狂
句
を
加
熱
心
句
と
考
へ
る
な
ら
、
か
う

し
た
競
合
の
場
面
に
あ
っ
て
許
さ
れ
る
彫
琢
の
限
度
と
い
ふ
こ
と
が
ま
づ
推
測

さ
れ
る
が
、
つ
く
ば
集
所
収
の
当
代
の
連
歌
の
中
に
は
こ
の
程
の
作
品
は
乏
し

く
て
判
明
し
な
い
。
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
が
お
の
づ
か
ら
作
品
の
質
、
少
く
と

も
傾
向
を
傍
証
し
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
く
ば
集
所
収
の
当
代
の
作
品
の
過
半
数
が
、
和
歌
所
を
中
心
と
す
る
歌
人

達
の
院
に
奉
っ
た
独
吟
百
韻
か
ら
選
ば
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
木
藤
才
蔵
氏
の
明

註
八

ら
か
に
さ
れ
た
事
実
で
為
っ
た
。
独
吟
の
構
造
が
右
の
連
歌
座
か
ら
最
も
遠
い

も
の
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
す
で
に
座
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
作
者
個
人
の
関
さ
れ

た
内
部
に
制
作
の
場
面
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
や
う
に
衰
か
ら
独
吟
に
ま
で
及
ぶ
最
も
多
様
な
様
態
を
呈
し
た
の
が
当

時
の
連
歌
で
あ
っ
た
。
さ
う
と
す
れ
ば
、
単
に
勝
負
を
争
ふ
で
も
な
く
、
ま
た

独
吟
に
ま
で
も
至
ら
ぬ
も
の
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
座
の
拘
束
か
ら
比
較
的
自
由

で
、
内
面
化
さ
れ
た
勝
負
の
世
界
の
中
に
賦
物
を
翫
び
、
付
合
を
楽
し
む
一
座

も
ま
た
当
然
存
在
し
え
た
で
あ
ら
う
。
即
ち
静
態
の
類
型
に
類
似
の
場
合
で
あ

註
九

る
が
、
院
時
代
の
連
歌
の
現
状
を
ま
さ
し
く
反
映
し
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
八
雲

御
抄
の
式
目
の
中
に
は
、
か
う
い
ふ
場
面
を
想
定
さ
せ
る
項
目
が
見
え
る
。

「
い
た
く
い
と
し
も
な
き
連
歌
を
思
ひ
出
す
を
訟
に
、
早
く
す
る
こ
と
返
々

見
苦
し
。
連
歌
を
人
に
し
ば
し
案
ぜ
さ
せ
て
す
れ
ば
人
も
感
ず
る
な
り
。
い
ま

だ
誰
も
案
じ
入
れ
ぬ
先
に
し
つ
れ
ば
、
よ
し
あ
し
を
も
思
ひ
分
か
で
、
し
た
る

し
る
し
も
な
し
。
さ
れ
ば
と
て
せ
ら
れ
た
ら
む
を
な
ほ
言
は
ざ
る
べ
き
に
あ
ら

ず
」
と
。
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こ
L
で
は
拙
速
ば
か
り
で
な
く
、
速
度
そ
の
も
の
が
戒
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
袋
草
子
の
や
う
な
長
上
者
逮
に
対
す
る
儀
礼
と
し
て
ど
な

く
、
「
し
ば
し
人
に
案
ぜ
さ
せ
る
」
た
め
に
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
相
互
の
競
合
を

誘
ふ
に
必
要
な
だ
け
の
適
度
の
猶
予
が
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
競
合
は
単
に
佳
句
を
出
す
た
め
で
な
く
、
ま
し
て
勝
負
を
争
ふ
た
め
で
は

な
く
て
、
人
を
「
感
」
じ
さ
せ
、
「
よ
し
あ
し
を
思
ひ
分
か
」
た
せ
る
た
め
、

い
は
ピ
相
互
の
心
中
の
ひ
そ
や
か
な
営
み
と
し
て
出
句
を
自
句
に
対
置
・
比
較

し
つ
L
鑑
賞
し
、
そ
の
良
否
を
批
判
し
あ
ふ
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
う
と
す
れ
ば
こ
の
座
の
構
造
は
い
ふ
ま
吃
も
な
く
静
態
の
類
型
に
相
応

し
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
連
歌
は
か
う
し
た
意
味
の
競

合
な
し
に
は
「
し
た
る
し
る
し
も
な
し
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と

鑑
賞
や
批
判
は
た
Y
よ
り
よ
き
付
合
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ど
は
な
く
、
そ
れ

自
身
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
、
座
に
必
須
の
機
能
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と

評
し
て
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

一
座
が
、
佳
句
を
産
み
出
す
た
め
の
協
力
の
場
面
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
出

句
を
鑑
賞
し
批
判
し
あ
ふ
享
受
の
場
面
で
も
あ
る
こ
と
は
、
後
の
連
歌
論
も
明



ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
長
連
歌
座
の
性
格
を
ほ
Y
適

確
に
先
取
し
て
ゐ
る
の
が
御
抄
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
御
抄
で
は
十
五
条
に

わ
た
る
そ
の
式
日
が
語
る
や
う
に
、
長
連
歌
に
対
す
る
認
識
も
深
く
な
っ
た

が
、
こ
れ
と
対
照
し
て
短
連
歌
（
す
で
に
一
句
連
歌
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
）
の
特

色
も
自
覚
的
に
捉
へ
直
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

、しY
ま
づ
短
連
歌
は
即
座
の
機
智
的
な
応
酬
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
、
即
座
の
も

つ
独
特
の
厳
し
さ
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
と
共
に
、
表
現
の
特
色
は
、
「

多
く
は
一
句
（
一
句
漣
歌
）
こ
サ
く
る
主
秀
句
に
て
の
み
あ
る
な
り
」
と
い
は

を
さ
す

t
｛

t

れ
る
や
う
に
語
戯
と
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
表
現
価
値
に
対
す

る
要
求
も
厳
し
く
、
例
の
対
良
還
の
座
の
場
合
な
ど
俊
頼
髄
脳
や
和
歌
童
蒙
抄

の
見
解
に
反
し
て
「
殿
上
人
み
な
逐
電
も
真
実
に
は
に
く
か
ら
ぬ
こ
と
か
」
と

評
し
て
、
拙
速
よ
り
も
逐
電
を
む
し
ろ
故
実
に
か
な
っ
た
も
の
と
認
め
て
ゐ
る

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
っ
た
。

ま
こ
と
に
御
抄
に
と
っ
て
、
長
連
歌
は
歌
の
よ
り
軽
快
な
一
体
と
見
ら
れ
る

に
す
ぎ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
短
連
歌
は
前
述
の
や
う
に
、
表
現
の
質
か
ら
い

っ
て
も
場
面
の
構
造
か
ら
い
っ
て
も
歌
と
異
質
と
見
な
さ
れ
、
し
か
も
「
歌
よ

り
も
大
事
な
る
こ
と
な
り
」
と
い
は
れ
た
の
で
あ
る
。
お
の
づ
か
ら
長
短
両
連

歌
も
ま
た
異
質
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
や
意
義
に
応
じ
て
異
る
受
容
の
仕

方
の
あ
る
べ
き
こ
と
が
考
へ
ら
れ
た
の
で
為
っ
た
。
短
連
歌
に
は
前
者
に
な
い

応
酬
と
速
度
と
が
あ
り
、
即
座
に
才
智
教
養
や
表
現
の
優
劣
の
判
断
さ
れ
る
厳

し
さ
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
一
方
、
歌
の
よ
り
軽
快
な
も
の
と
い
っ
た
程

度
に
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
た
長
連
歌
も
、
そ
の
後
御
抄
の
指
示
し
た
方
向
に
展
開
す

る
に
つ
れ
、
お
そ
ら
く
軽
快
感
は
解
放
の
意
識
を
強
め
て
、
歌
に
対
す
る
連
歌

の
自
律
性
を
確
立
し
て
い
っ
た
で
あ
ら
う
。
嵯
峨
の
か
よ
ひ
路
の
、
「
連
歌
こ

と
に
今
日
は
上
手
そ
ひ
た
れ
ば
聞
き
ど
こ
ろ
あ
り
。
あ
は
れ
な
る
句
ど
も
出
で

き
て
老
い
人
な
ど
は
酔
ひ
泣
き
す
」
な
ど
と
い
っ
た
叙
述
を
読
む
と
、
付
け
る

こ
と
よ
り
も
付
句
に
聞
き
入
る
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
付
け
合
は
さ
れ
た
陛
界

の
中
に
沈
潜
し
共
鳴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
喜
び
が

印
象
深
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
御
抄
の
指
摘
し
た
、
前
句
を
鑑
賞
し
批
判
す

る
こ
と
の
面
が
連
歌
座
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
状
態
を
示
す
と
受
け
と
ら

れ
る
が
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
純
正
連
歌
の
あ
り
方
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
か
う
い
ふ
状
態
が
そ
の
ま
L
純
正
連
歌
へ
と
連
続
し
て
い
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
あ
た
か
も
鎖
連
歌
が
、
作
品
の
様
態
か
ら
す
れ
ば
相
模
集
の
示
す

や
う
な
静
態
の
類
型
を
母
胎
と
す
る
か
と
見
え
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
背
後
に

底
流
と
し
て
潜
在
し
て
ゐ
た
動
態
の
座
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
と
考
へ
ら
れ

る
と
同
様
な
事
態
が
こ
L
に
も
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
へ
ば
、

静
態
的
な
鎌
倉
朋
の
連
歌
は
再
び
、
沙
石
集
が
伝
へ
る
や
う
な
花
の
下
十
念
坊

ら
の
一
座
1
1
l
付
句
相
互
の
間
に
あ
の
や
う
に
烈
し
い
対
立
・
競
合
を
見
せ
た

勝
負
連
歌
（
式
日
ば
か
り
で
な
く
、
句
の
評
価
も
そ
れ
な
り
に
相
当
厳
し
か
っ

註
十

た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
）
の
一
座
｜
｜
に
吸
引
さ
れ
、
そ
の
後
の
連
歌
は
む

し
ろ
花
の
下
を
母
胎
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
も
と
よ

り
動
態
の
類
型
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
下
連
歌
と
し
て
前
述
の
堂
上
述

歌
の
盛
行
の
背
後
に
底
流
と
し
て
潜
勢
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

短
連
歌
か
ら
長
連
歌
へ
と
展
開
す
る
そ
の
関
係
の
構
造
を
座
の
構
造
の
変
化

と
し
て
捉
へ
ょ
う
と
し
た
本
稿
の
叙
述
は
こ
れ
で
ほ
Y
尽
き
た
こ
と
に
な
る
。

結
果
の
一
と
し
て
、
連
歌
座
が
裂
か
ら
第
三
類
型
で
あ
る
い
は
動
態
か
ら
的

態
へ
と
い
ふ
展
開
の
仕
方
を
図
式
的
に
繰
返
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
か

と
思
ふ
が
、
し
ひ
て
類
型
を
立
て
よ
う
と
し
た
意
図
も
こ
与
に
あ
っ
た
の
で
あ

る。
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一
後
撰
集
巻
六
に
は
連
歌
が
一
首
の
詠
人
不
知
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
ゐ

る
し
、
拾
遺
集
で
は
付
句
の
前
に
も
詞
書
が
挿
ま
れ
た
り
、
作
者
名
が
詞

書
の
中
に
含
ま
れ
た
り
し
て
、
金
葉
集
の
や
う
に
一
定
形
式
の
詞
書
・
二

句
一
聯
・
作
者
名
の
列
記
と
い
ふ
形
に
定
ま
っ
て
ゐ
な
い
。
金
葉
集
で
も

流
布
本
は
や
は
り
さ
う
で
、
三
奏
本
に
至
っ
て
確
立
す
る
。

二
池
田
重
氏
「
連
歌
の
場
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
二
四
・

五
）
、
木
藤
才
蔵
氏
「
連
歌
の
形
成
と
展
開
」
（
僻
球
制
官
耐
一
弐
一
件
刊
）

こ
と
に
後
者
は
詳
細
で
あ
る
。

三
金
葉
集
流
布
本
に
見
え
る
「
鵜
の
水
に
う
か
べ
る
を
見
て
」
と
詞
書
の

あ
る
一
聯
は
、
共
に
詠
人
不
知
で
あ
る
が
、
散
木
集
に
よ
れ
ば
付
句
は
俊

頼
で
、
前
句
を
聞
い
て
後
に
付
け
た
こ
と
が
分
る
。

四
和
歌
宜
的
京
抄
の
連
歌
の
定
義
「
上
下
の
句
を
き
ら
は
ず
、
①
川
別
刷
引

こ
と
な
く
て
付
け
難
き
や
う
に
す
べ
き
な
り
。
附
な
る
に
つ
L
み
て
付
く

べ
き
連
歌
を
②
週
U
付
く
る
は
、
③

U
U
U引
附
引
や
が
て
い
ひ
出
で
難

し
。
い
か
に
も
＠
州
削
刷
引
つ
る
は
よ
し
o
」
に
は
①
勝
負
②
速
度
③
陛
興

④
表
現
価
値
の
諸
契
機
が
大
凡
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

五
歌
に
お
け
る
「
晴
」
の
意
味
は
、
八
雲
御
抄
が
「
尋
常
会
」
に
対
し
中

殿
御
会
を
「
晴
儀
」
と
よ
ん
だ
の
を
規
準
と
し
て
よ
い
。
「
晴
御
会
部
類

記
」
（
群
書
類
従
第
十
六
軒
）
は
そ
の
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
『
中
に
は
仙

洞
晴
御
会
と
い
ふ
の
も
見
え
る
。
無
名
抄
で
女
院
家
の
歌
合
を
陥
と
よ
ん

で
ゐ
る
の
も
こ
れ
に
類
す
る
が
、
用
例
は
高
陽
院
七
首
歌
合
の
や
う
な
大

臣
家
の
場
合
に
ま
で
拡
が
っ
て
ゆ
く
（
定
家
物
語
）
。
一
方
、
附
が
秀
逸
体

と
同
義
と
さ
れ
て
あ
る
い
は
「
地
歌
」
の
対
語
と
な
り
、
風
体
の
様
式
名

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
に
至
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

六
和
歌
色
葉
「
有
勝
負
事
」
の
条
に
「
貴
所
賢
人
の
前
に
は
烏
は
声
め
づ

ら
し
く
、
’
胞
は
妻
よ
ぷ
と
よ
む
は
勝
な
り
」
と
あ
る
の
と
同
じ
感
じ
方
が

働
い
て
ゐ
ょ
う
。

七
「
仲
州
物
に
つ
い
て
」
（
国
文
研
究
第
一
輯
、
昭
一
一
一

こ
と
が
あ
る
。

八
木
藤
才
蔵
氏
「
鎌
倉
初
期
の
連
歌
」
（
連
歌
俳
諮
研
究
、
第
十
四
号
）
。

九
同
右
参
照
。
外
に
同
氏
「
新
古
今
時
代
の
連
歌
」
（
国
語
と
国
文
学
、

昭
二
九
・
十
〉
に
も
、
こ
の
前
後
の
叙
述
に
つ
い
て
教
示
に
あ
づ
か
っ
た

こ
と
が
頗
る
多
い
。

十
金
子
金
治
郎
氏
「
花
下
連
歌
の
形
態
と
史
的
意
義
」
日
本
文
学
、
昭
一
一
一

三
・
六
）
に
詳
細
で
あ
る
。
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