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古
典
を
明
か
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
古
意
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
古
意
を
明
か
に
す
る
た
め
に
古
典
を
明
か
に
す
る
、
而
も
そ
の
古
典
を
明
か
に
す
る
に
は
、
古
語
を
明

か
に
す
べ
き
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
而
も
そ
の
古
語
が
今
ま
で
色
々
の
學
者
逹
に
よ
り
ま
し
て
、

次
第
に
明
か
に
な
っ
て
居
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
尚
色
々
分
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
吾
々
の
努
力
に
よ
り
．
ま
し
て
も
、

多
少
と
も
今
ま
で
の
疑
問
を
明
か
に
す
る
や
う
な
鮎
が
な
い
で
も
な
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
の
で
、
木
日
は
さ
う
い
ふ
や

う
な
貼
に
就
き
ま
し
て
、
私
が
考
へ
つ
き
ま
し
た
一
―
一
の
古
語
に
就
き
ま
し
て
、
お
話
を
申
上
げ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ

上
代
と
申
し
ま
す
と
、
た
ゞ
素
朴
で
あ
っ
て
、
ま
だ
枇
の
中
が
あ
ま
り
開
け
ず
、
言
葉
だ
と
か
、
文
字
だ
と
か
い
ふ
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や
う
な
こ
と
も
、
幼
稚
無
造
作
に
使
は
れ
て
居
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
へ
る
や
う
な
、
傾
き
が
な
い
で
も
な
い
か
と
思
ひ

ま
す
が
、
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
例
へ
ば
萬
葉
集
で
「
思
ふ
」
と
い
ふ
言
葉

こ
れ
な
ど
も
た
だ
不
用
意
に
見
ま
す
と
「
思
」
と

書
い
た
り
、
「
念
」
と
書
い
た
り
す
る
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
念
」
と
い
ふ
字
が
澤
山
使
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。
萬
葉
集
全
部
に
就
て
申
し
ま
す
と
、
「
念
」
と
い
ふ
字
が
五
百
五
十
字
使
は
れ
て
居
り
ま
し
て
、
「
思
」
の
方
は
百

九
十
三
ば
か
り
あ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
或
は
漏
れ
て
居
る
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
と
に
か
く
こ
の
概
敷
だ
け
を
比
較
し

て
み
ま
し
て
も
、
非
常
に
差
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
妹
に
「
思
ほ
ゆ
」
ト
ー
＇
思
は
れ
る
ー
|
'
と
い
ふ
時
に
「
所
念
」
だ

と
か
「
所
思
」
だ
と
か
書
か
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
「
所
念
」
の
方
は
九
十
三
例
で
「
所
思
」
の
方
は
十
三
例
だ
け
し
か
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
更
に
人
麿
の
作
及
び
人
麿
集
の
作
と
記
さ
れ
た
も
の
に
就
い
て
申
し
ま
す
と
、
「
念
」
と
い
ふ

字
は
七
十
四
用
ひ
て
居
り
ま
し
て
、
「
思
」
と
い
ふ
字
は
僅
か
に
十
三
し
か
用
ひ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
、
嘗
時
「
思
」
と
い
ふ
字
は
「
念
」
と
い
ふ
字
を
書
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、

ど
う
も
さ
う
で
は
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
。
何
故
さ
う
で
な
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
歌
の
題
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
場
合

に
は
、
決
し
て
「
念
」
と
い
ふ
字
が
使
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
、
「
思
ひ
を
述
べ
る
」
と
い
ふ
場
合
に

は
必
ず
「
陳
思
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
或
は
「
思
ひ
を
痰
す
」
と
い
ふ
場
合
も
、
「
思
」
の
字
が
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、

他
に
萬
葉
集
で
は
「
念
」
と
い
ふ
字
が
度
々
使
は
れ
て
居
り
ま
す
。

こ
れ
は
ど

を
今
日
書
き
ま
す
や
う
に
「
思
」
と
い
ふ
字
を
書
く
こ
と
は
、

一
般
に
御
存
知
の
通
り
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
の
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決
し
て
「
念
」
と
書
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「
思
ひ
出
」
と
い
ふ
場
合
に
は
「
思
出
」
と
害
い
て
あ
り
ま
し
て
、
決

し
て
「
念
出
」
と
書
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
嘗
時
の
使
ひ
方
が
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
何
故
「
念
」
と
い
ふ
字
を
書
い
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
念
」
と
い
ふ
字
が
嘗
時
の
人
の
氣
持
に
ふ
さ
は

し
い
文
字
だ
と
威
じ
て
使
っ
た
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
と
車
し
ま
す
の
は
、
支
那
の
僻
書
を
見
ま
す
と
、
「
念
」
と
い

ふ
字
に
、
「
常
思
也
」
と
い
ふ
註
が
つ
い
て
居
り
ま
す
。
或
は
「
念
貼
也
、
意
相
親
愛
、

心
貼
著
不
＞
能
＞
忘
也
」
と
い
ふ

や
う
な
註
が
つ
い
て
居
り
ま
す
。
「
念
は
貼
著
し
て
…
…
」
従
つ
て
さ
う
い
ふ
漢
字
の
も
つ
て
居
る
意
味
が
、
嘗
時
の
歌

人
の
氣
持
に
ふ
さ
は
し
い
戚
じ
を
典
へ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
わ
ざ
と
「
念
」
と
い
ふ
字
を
使
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い

ふ
や
う
に
、
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
一
方
「
思
」
と
い
ふ
字
を
、

り
ま
す
。
そ
れ
で
「
思
」
と
い
ふ
字
が
書
い
て
あ
る
場
合
に
、

吾
が
形
見
見
つ
つ
偲
ば
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
吾
も
思
は
む

又
萬
葉
人
は
「
偲
ぶ
」
と
讀
ま
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
し
の
ぶ
」
と
い
ふ
字
は
、
今
日
人
偏
を
加
へ
て
書
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
萬
葉
集
に
は
、

人
偏
を
使
っ
た
所
も
あ
り
ま
す
が
、
寧
ろ
「
思
」
と
い
ふ
字
を
書
い
て
、
「
偲
ぶ
」
と
讀
ま
し
て
居
る
例
が
多
い
の
で
あ

こ
れ
を
、
「
思
ふ
」
と
讀
む
か
、
「
偲
ぶ
」
と
讀
む
か
疑
問

の
場
合
が
相
常
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
が
今
申
し
ま
し
た
や
う
な
事
賓
を
考
へ
て
、
さ
う
し
て
萬
葉
集
の
歌
を
見
ま

す
と
、
自
然
に
、
何
と
讀
む
か
と
い
ふ
こ
と
が
解
決
の
つ
く
歌
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
は
例
へ
ば
笠
郎
女
の
歌



と
あ
り
ま
し
て
、
さ
う
し
て
、

女
が
家
持
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
「
年
の
緒
長
く
吾
も
し
の
ば
む
」
と
讀
む
か
、
「
お
も
は
む
」
と
讀
む
か
、

集
に
も
、
「
し
の
は
む
」
と
恨
名
を
つ
け
て
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
吾
が
形
見
見
つ
つ
偲
ば
せ
」
さ
う
し
て
「
年
の

緒
長
く
吾
も
し
の
ば
む
」
と
上
も
、
下
も
「
し
の
ぶ
」
と
讀
ん
だ
方
が
、
調
子
が
い
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
今
申
し
ま
し
た
こ
と
に
嘗
嵌
め
て
申
し
ま
す
と
、
「
偲
ぶ
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
日
で
も
使
ひ
ま

、
、
、
、
、
亀

す
や
う
に
、
「
或
る
緑
に
獨
れ
て
、
も
の
を
息
ふ
」
の
で
あ
り
ま
し
て
、
花
を
見
、
月
を
見
、
或
は
鳥
の
鳴
く
を
陀
呑
、

雲
を
望
み
、
雪
を
眺
め
と
い
ふ
風
に
、
緑
に
獨
れ
て
も
の
を
思
ふ
心
が
、
そ
れ
が
「
偲
ぶ
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
吾

が
形
見
見
つ
つ
偲
ぶ
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま
さ
に
自
分
の
お
贈
り
し
た
形
見
を
見
つ
A

、
そ
れ
を
緑
と
し
て
自
分
を
偲

ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

方
で
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
到
し
て
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
を
長
く
」
と
い
ふ
の
は
右
に
字
書
を

引
き
ま
し
た
「
常
思
」
と
い
ふ
言
葉
に
常
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

ど
も
、

ち
ら
か
い
＼
か
。

古
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と
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語

こ
の
歌
の
結
句
は
原
文
に
「
将
思
」
と
書
か
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
•
こ
れ
は
笠
郎

ど

こ
れ
は
従
来
は
「
し
の
ば
む
」
と
讀
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
作
り
ま
し
た
新
校
萬
葉

こ
れ
は
ま
さ
に
偲
ぶ
と
い
ふ
語
意
に
、
ま
こ
と
に
か
な
っ
た
用
ひ

こ
れ
に
は
「
思
」
の
字
は
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ

こ
れ
は
結
局
「
念
」
と
い
ふ
心
持
で
書
か
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
こ
れ
は
「
思
は
む
」
と
讀
む
べ
送

で
あ
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
新
校
萬
葉
集
に
「
偲
ば
せ
」
と
讀
ん
だ
の
は
あ
や
ま
り
で
、
「
お
も
は
む
」

と
改
む
べ
き
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

四



さ
う
い
ふ
風
に
、
た
ゞ
―
つ
の
文
字
使
ひ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
上
代
の
人
は
斯
＜
慎
重
に
用
ひ
て
居
る
ゃ
う
に

思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
吾
々
は
萬
葉
の
歌
を
讀
む
場
合
に
、

ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
萬
葉
人
の
歌
を
正
し
く
讀
み
、

こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

五

や
は
り
さ
う
い
ふ
や
う
な
心
持
を
以
て
讀
み
味
は

正
し
く
解
き
、
そ
し
て
は
じ
め
て
萬
葉
人
の
心
に
正
し
く
獨
れ
る

そ
こ
で
―
つ
の
言
葉
を
取
上
げ
て
申
上
げ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
萬
葉
集
に
は
、
「
も
み
ぢ
」
を
詠
ん

だ
歌
が
隠
分
澤
山
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
も
み
ぢ
」
を
現
は
す
の
に
、
「
黄
葉
」
と
書
い
た
文
字
が
澤
山
用
ひ
ら

れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
今
日
の
や
う
に
「
紅
葉
」
と
書
い
た
例
は
、
た
っ
た
一
っ
し
か
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
私
の
調
べ
ま
し
た
所
に
よ
り
ま
す
と
、
黄
葉
と
害
き
ま
し
て
、
「
も
み
ぢ
」
と
い
ふ
意
味
に
使
っ
て
居
る
所
は
、
全

部
で
七
十
六
の
例
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
歌
の
題
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
が
五
つ
、
も
み
ぢ
、

又
は
も

み
ぢ
葉
と
い
ふ
風
に
名
詞
と
し
て
歌
の
中
で
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
が
六
十
五
で
あ
り
ま
す
。

F

黄
葉
」
と
い
ふ
文
字
で
、

「
も
み
ぢ
」
と
讀
む
場
合
と
、
「
も
み
ぢ
葉
」
と
讀
む
場
合
と
二
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
合
せ
て
六
十
五
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
歌
の
註
の
中
に
一
箇
所
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
名
詞
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

動
詞
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
が
五
つ
あ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
尚
そ
の
他
に
一
っ
、
た
ゞ
「
葉
」
と
い
ふ
字
が
書
い
て

あ
る
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
學
者
の
説
が
一
致
し
て
居
り
ま
す
や
う
に
、
大
橙
「
黄
」
と
い
ふ
文
字
が

落
ち
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
そ
の
他
に
「
黄
菱
」
と
書
い
て
、
「
も
み
ぢ
」
と
か
「
も
み
ぢ

古

典
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し
て
」
と
か
動
詞
に
使
っ
た
所
が
六
つ
あ
り
ま
す
し
、
も
う
一
っ
「
黄
」
や
は
り
黄
色
に
楚
ず
る
と
い
ふ
の
と
同
じ
こ

と
で
、

こ
の
字
を
書
い
た
の
が
一
箇
所
、
「
黄
色
」
と
書
い
て
、
「
も
み
ぢ
」
と
使
っ
た
所
が
二
箇
所
、
箪
に
「
黄
」

を
使
っ
て
、
「
も
み
ぢ
」
と
讀
ま
し
た
の
が
三
箇
所
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

た
っ
た
一
箇
所
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

が
り

妹
許
と
馬
に
鞍
置
苔
て
生
駒
山
う
ち
越
え
末
れ
ば
紅
葉
ち
り
つ
つ

一
方
「
紅
」
の
方
は
、
「
紅
葉
」
と
い
ふ
の
が

と
い
ふ
歌
に
あ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
「
赤
葉
」
と
書
い
た
所
が
、
巻
十
三
に
一
箇
所
あ
り
ま
す
。
そ
の
他

に
箪
に
「
赤
」
と
い
ふ
字
を
書
き
ま
し
て
、
「
も
み
ぢ
ぬ
」
と
か
「
も
み
ぢ
ね
ば
」
と
か
動
詞
に
用
ひ
た
所
が
二
箇
所
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
風
に
「
紅
」
又
は
「
赤
」
の
文
字
を
用
ゐ
た
も
の
は
、
集
中
に
た
っ
た
四
箇
所
し
か
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
鉗
し
て
「
黄
」
の
方
は
、
全
部
合
せ
る
と
、
八
十
八
を
敷
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他

に
「
黄
」
の
字
が
落
ち
た
と
風
は
れ
る
所
が
右
に
學
げ
ま
し
た
や
う
に
一
箇
所
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
う
い
ふ
風
に
今
日
の
人
が
考
へ
る
と
不
思
議
に
恩
は
れ
る
や
う
な
文
字
の
使
用
法
は
、

い
ふ
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
と

こ
れ
に
就
て
、
私
は
今
ま
で
あ
ま
り
考
へ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ

は
一
っ
は
黄
色
と
い
ふ
言
葉
が
、
今
日
考
へ
ら
れ
る
原
色
の
黄
と
い
ふ
よ
り
も
、
も
う
少
し
色
が
違
っ
た
も
の
と
し
て

使
は
れ
て
居
っ
た
の
で
な
い
か
と
、
以
前
に
考
へ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
埴
士
」
と
い
ふ
言
葉
を
表
す
の

に
、
「
赤
土
」
と
書
い
た
の
と
、
「
黄
土
」
と
書
い
た
の
と
二
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
赤
土
と
書
い
た
の
が
一
二
箇
所
、
黄

-S→ 
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ま
す
。

七

土
と
書
い
た
の
が
四
筒
所
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
歌
の
題
僻
と
し
て
は
、
赤
土
の
方
が
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
所
を
見
ま
す
と
、
赤
土
と
黄
土
は
、
可
な
り
接
近
し
て
扱
は
れ
て
居
っ
た
の
で
な
い
か
、

ま
り
橙
色
と
い
ふ
も
の
が
、
黄
と
し
て
扱
は
れ
て
居
っ
た
の
で
な
い
か
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
私
は
前
に
は
戚
じ
て
居
つ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
今
日
も
そ
の
考
へ
は
塾
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
併
し
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
「
も

み
ぢ
」
と
い
ふ
言
葉
の
内
容
が
、
今
日
と
少
し
違
つ
て
居
る
の
で
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
氣
づ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
萬
葉
集
の
券
の
十
に
「
も
み
ぢ
を
詠
ず
」
と
い
ふ
題
の
下
に
、
澤
山
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
も
み
ぢ
は
や
は
り
「
黄
葉
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
秋
の
雑
歌
の
中
に
四
十
一
首
集
め
ら
れ
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
秋
の
相
聞
の
中
に
、
「
黄
葉
に
寄
す
」
と
題
し
て
作
ら
れ
て
居
る
の
が
三
首
、
冬
の
部

に
「
黄
葉
を
詠
ず
」
と
書
い
て
あ
る
の
が
一
首
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
巻
の
八
に
ま
だ
澤
山
黄
葉
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
も
み
ぢ
と
申
し
ま
す
と
楓
の
美
名
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
面
白
い
こ
と
に
は
、
萬

葉
集
に
は
そ
の
楓
の
も
み
ぢ
を
詠
ん
だ
の
が
、
た
っ
た
二
首
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
巻
の
八
に
出
て
居
り

み

や

ど

吾
が
屋
戸
に
黄
菱
づ
か
へ
る
で
見
る
ご
と
に
妹
を
懸
け
つ
＼
懇
ひ
ぬ
日
は
な
し

と
い
ふ
歌
で
、
「
も
み
づ
」
は
動
詞
と
し
て
使
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
紅
葉
し
た
楓
と
い
ふ
風
に
使
は
れ
て
居
る

の
で
あ
り
ま
す
。

と
に
か
く
「
も
み
づ
か
へ
る
で
」
と
い
ふ
風
に
詠
ま
れ
て
居
る
の
が
一
っ
。
も
う
―
つ
は
巻
の
十
四
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さ
夜
ふ
け
て
時
雨
な
ふ
り
そ
秋
萩
の
本
葉
の
黄
葉
ち
ら
ま
く
惜
し
も

も

な

ぁ

も

子
も
ち
山
若
か
へ
る
で
の
も
み
づ
ま
で
寝
も
と
わ
が
恩
ふ
汝
は
何
ど
か
思
ふ

と
い
ふ
歌
が
あ
り
ま
す
。
「
か
へ
る
で
の
も
み
づ
」
と
椴
名
書
に
な
っ
て
居
り
ま
す
が
、
若
い
楓
が
赤
く
な
る
ま
で
と
い

ふ
言
葉
が
使
は
れ
て
居
り
ま
す
。
萬
葉
集
の
中
で
た
っ
た
二
つ
だ
け
、
「
か
へ
る
で
」
と
「
も
み
づ
」
と
結
び
つ
い
て
居

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
し
か
楓
の
紅
葉
は
詠
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
ど
う
い
ふ
「
も
み
ぢ
」
が
一
番
澤
山
詠
ま
れ
て
居
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
萩
の
「
も
み
ぢ
」
で
あ
り
ま

す
。
•
こ
れ
は
九
つ
ば
か
り
詠
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
一
っ
だ
け
「
赤
」
と
い
ふ
字
が
書
か
れ
て
居
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
「
黄
」
と
い
ふ
字
で
、
例
へ
ば
、

と
い
ふ
歌
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
黄
葉
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
秋
萩
の
葉
の
「
も
み
ぢ
」
が
散
つ

て
し
ま
ふ
の
が
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
ぞ
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
萩
の
「
も
み
ぢ
」
が
九
つ
も
詠
ま
れ
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
今
の
萩
の
も
み
ぢ
と
申
し
ま
し
た
の
は
「
も
み
ぢ
」
と
い
ふ
言
葉
が
全
部
使
は
れ
て
居
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に
は
「
萩
の
下
葉
は
色
づ
苔
に
け
り
」
と
い
ふ
言
葉
で
表
は
さ
れ
て
居
る
の

も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
今
申
し
ま
し
た
「
黄
葉
を
詠
ず
」
と
い
ふ
歌
の
部
の
中
に
は
い
つ
て
居
り
ま
す
か

ら
、
そ
れ
を
暫
く
萩
の
も
み
ぢ
と
し
て
敷
へ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
あ
さ
ぢ
」
今
日
つ
ば
な
と
申
し
ま
す

の
中
に
、 古

典

と

古

語

八
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露
霜
の
さ
む
き
夕
の
秋
風
に
も
み
ぢ
に
け
り
も
妻
梨
の
木
は

九

「
ち
が
や
」
の
も
み
ぢ
が
六
首
も
詠
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
風
に
萩
や
あ
さ
ぢ
が
六
つ
も
九
つ
も
詠
ま

れ
て
居
つ
て
、
楓
の
も
み
ぢ
は
僅
か
一
一
首
し
か
詠
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
萩
の
花
は
賞
美
致
し
ま
す
け

れ
ど
も
、
萩
の
も
み
ぢ
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
人
が
氣
づ
か
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
萬
葉
人
は
萩
の
も
み
ぢ
に

こ
の
様
に
心
を
ひ
か
れ
て
居
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
A
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
事
宜
か
ら
常
時

の
人
の
「
も
み
ぢ
」
と
い
ふ
の
は
、
吾
々
が
想
像
す
る
其
赤
な
も
み
ぢ
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
そ
れ
で
分
ら
う
と
思
ふ
の

で
あ
り
ま
す
。
即
ち
嘗
時
の
人
の
も
み
ぢ
と
い
ふ
も
の
は
、
真
赤
な
色
で
な
く
し
て
、
黄
ば
ん
だ
赤
味
を
帯
び
た
色
で

あ
っ
て
、
「
色
づ
き
に
け
り
」
と
い
ふ
言
葉
に
相
常
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

で
今
日
女
の
方
の
着
物
の
裏

な
ん
か
に
す
る
「
も
み
裏
」
な
ぞ
と
い
ふ
「
も
み
」
と
い
ふ
言
葉
と
、
「
も
み
ぢ
」
の
「
も
み
」
と
は
語
原
が
違
ふ
や
う
で

あ
り
ま
す
が
、
併
し
吾
々
は
ふ
と
こ
の
二
つ
の
「
も
み
」
を
同
じ
言
葉
で
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
程
に
「
も
み
ぢ
」
と

い
ふ
言
葉
に
赤
を
聯
想
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
風
に
萬
葉
の
歌
を
よ
く
見
ま
す
と
、
決
し
て
「
も
み
ぢ
」
は

赤
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
後
批
に
な
っ
て
、
さ
う
い
ふ
や
う
に
愛
つ
て
末
た
の
で
あ
り
ま
す
。

萬
葉
時
代
に
は
梨
が
澤
山
詠
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
梨
と
い
ふ
と
、
今
日
は
二
十
冊
紀
の
お
い
し
い
梨
を
想
像

す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
萬
葉
人
は
梨
の
も
み
ぢ
を
も
賞
美
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

梨
の
木
と
い
ふ
た
め
に
、
妻
と
い
ふ
言
葉
を
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
風
に
梨
の
木
の
も
み
ぢ
を
詠
ん
で
居



こ
の
里
は
つ
ぎ
て
霜
ゃ
置
く
夏
の
野
に
わ
が
見
し
草
は
も
み
ぢ
た
り
け
り

る
の
で
あ
り
ま
す
。

く
ず

そ
の
他
葛
の
葉
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。

應
が
―
音
を
聞
き
つ
る
な
べ
に
高
松
の
野
の
上
の
草
ぞ
色
づ
き
に
け
る

高
松
は
高
薗
と
同
じ
く
奈
良
の
春
日
山
の
南
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
も
み
ぢ
を
詠
ず
と
い
ふ
中
に
は
い
つ
て
居
る
の
で

さ
は
あ
ら
ゞ
ぎ

あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
草
の
も
み
ぢ
を
詠
ん
だ
の
が
あ
り
、
も
う
―
つ
は
孝
謙
天
皇
の
御
製
に
澤
蘭
と
い
ふ
も

も
み
ぢ
せ
る
さ

t
あ
ら
ヽ
ぎ

の
が
詠
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
御
製
の
題
僻
に
「
黄
葉
澤
瀾
」
と
い
ふ
言
葉
が
使
は
れ
て
居
り
ま
す
。

と
い
ふ
言
葉
が
使
は
れ
て
あ
り
ま
す
。
御
製
の
方
に
は
「
わ
が
見
し
草
は
」
と
草
の
名
は
畢
げ
て
居
ら
れ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
題
詞
に
は
右
に
述
べ
ま
し
た
や
う
に
「
も
み
ぢ
せ
る
澤
蘭
一
株
を
抜
取
り
て
云
々
。
」
と
使
は
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
澤
蘭
と
い
ふ
の
は
、
今
日
「
澤
ひ
よ
ど
り
」
と
い
ふ
も
の
の
や
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ふ
ぢ
ば
か
ま
」
ー

蘭
草
と
書
く
ー
と
澤
ひ
よ
ど
り
と
は
非
常
に
似
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

い
花
で
あ
り
ま
す
。
が
併
し
如
何
に
も
日
本
の
上
代
の
人
が
好
み
さ
う
な
花
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、
ど
う
も
日
本
の
秋
草

と
い
ふ
も
の
は
、

日
本
人
の
心
と
い
ふ
も
の
を
示
し
て
、

ふ
ぢ
ば
か
ま
と
い
ふ
草
は
あ
ま
り
は
で
、
で
な

日
本
人
が
如
何
に
自
然
の
草
花
を
愛
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
、

秋
の
七
草
な
ど
を
見
れ
ば
、
賞
に
よ
く
分
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

日
本
の
草
花
と
、
西
洋
の
草
花
と
を
比
べ
て
見
ま
す

と
、
日
本
の
草
花
は
非
常
に
味
ひ
が
あ
り
ま
す
。
わ
れ
も
か
う
と
い
ふ
花
も
非
常
に
趣
き
の
あ
る
野
趣
の
あ
る
可
憐
な
、

如
何
に
も
日
本
人
の
す
き
さ
う
な
花
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、
あ
ヽ
い
ふ
草
花
の
美
を
見
出
し
た
上
代
人
の
ゆ
か
し
さ
が
し

古

典

と

古

語
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み
じ
み
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

尚
そ
の
他
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
巻
の
十
に
あ
る
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
興
木
の
葉
を
詠
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

み
ぢ
」
と
し
て
扱
っ
て
居
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

と
先
づ
見
て
い
＼
や
う
で
あ
り
ま
す
。
時
雨
の
雨
が
間
な
く
降
る
の
で
、
呉
木
の
葉
も
時
雨
に
学
ひ
か
ね
て
色
づ
い
た
と

い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、

は
、
私
は
如
何
に
も
注
意
す
べ
き
も
の
で
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

る
こ
と
は
、

こ
れ
は
梢
も
の
を
誇
張
し
た
や
う
に
息
は
れ
る
と
こ
ろ
が
、
新
古
今
の
撰
者
に
喜
ば
れ
た
の
だ
と
思
ふ
の

で
あ
り
ま
す
が
、
萬
葉
人
は
さ
う
い
ふ
観
念
的
な
心
で
な
く
、
時
雨
に
降
ら
れ
て
居
る
其
木
の
葉
を
眺
め
つ
つ
、
な
ん

と
な
く
興
木
の
葉
が
色
づ
い
て
末
た
と
、
現
賞
に
戚
じ
た
の
で
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
萬
葉
人
が
如
何

に
自
然
と
い
ふ
も
の
に
溶
サ
こ
ん
だ
生
活
を
し
て
居
っ
た
か
、
自
然
と
―
つ
に
な
っ
て
生
活
を
し
て
居
っ
た
か
と
い
ふ

こ
と
は
、

こ
れ
も
「
も
み
ぢ
を
詠
ず
」
と
い
ふ
中
に
あ
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
興
木
は
今
日
の
所
謂
棋
で
な
し
に
、
今
の
檜

こ
れ
は
新
古
今
集
に
も
採
ら
れ
て
居
る
歌
で
あ
り
ま
す
。
具
木
の
葉
が
色
づ
く
と
い
ふ
こ
と

こ
れ
を
以
て
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
萬
葉
人
が
如
何
に
自
然
と
―
つ
に
な

つ
て
ゐ
た
か
、
そ
れ
に
は
色
々
勝
れ
た
作
が
あ
り
ま
す
。

こ

t
ひ

タ
さ
れ
ば
お
ぐ
ら
の
山
に
鳴
く
鹿
は
今
夜
は
嗚
か
ず
寝
ね
に
け
ら
し
も

時
雨
の
雨
間
無
く
し
零
れ
ば
呉
木
の
葉
も
あ
ら
そ
ひ
か
ね
て
色
づ
き
に
け
り

こ
れ
も
上
代
人
が
「
も

こ
の
歌
が
新
古
今
集
に
採
ら
れ
て
居



舒
明
天
皇
の
御
製
を
初
め
と
し
て
、
ま
こ
と
に
自
然
と
人
間
と
が
一
つ
に
な
っ
た
、

れ
な
い
膀
れ
た
作
の
多
い
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
共
虞
に
日
本
の
吾
々
の
自
然
に

到
す
る
精
紳
が
あ
り
、
又
吾
々
の
生
活
に
到
す
る
態
度
も
示
さ
れ
て
居
る
の
で
な
い
か
、
さ
う
い
ふ
黙
に
就
い
て
、
今

日
「
自
然
を
征
服
す
る
」
と
い
ふ
ヤ
う
な
、
自
然
と
人
間
と
が
到
立
す
る
や
う
な
西
洋
風
な
見
方
と
、
吾
々
祖
先
の
日

本
人
の
考
へ
方
生
き
方
と
い
ふ
も
の
と
の
相
違
と
い
ふ
も
の
と
を
、
大
に
吾
々
は
今
日
に
於
て
も
反
省
し
て
い
い
の
で

な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
も
さ
う
い
ふ
こ
と
が
威
じ
ら
れ
ま
す
根
本
に
於
て
は
、
今
申
し
ま
し
た
「
も
み
ぢ
」

と
い
ふ
―
つ
の
言
葉
を
、
さ
う
い
ふ
風
に
詮
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
う
い
ふ
精
紳
が
一
層
明
か
に
せ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
、
無
論
「
黄
」
と
い
ふ
文
字
が
赤
い
と
い
ふ
や
う
な
意
味
を
含
ん
で
用
ひ
ら
れ
た
と
考
へ
て
い
ヽ
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
併
し
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
「
も
み
ぢ
」
と
い
ふ
言
葉
自
身
が
輩
に
赤
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
廣

く
用
ひ
ら
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
後
批
に
な
っ
て
、
楓
ば
か
り
が
、
も
み
ぢ
の
代
表
と
考
へ
ら
れ
る

こ
と
は
、
言
葉
の
内
容
も
痩
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

―
つ
取
っ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
や
う
に
、
吾
々
は
、
言
喋
の
内
容
の
菱
湿
と
、
さ
う
し
て
上
代
人
が
如

こ
A

に
は
た
ゞ
「
も
み
ぢ
」
と
い
ふ
言
葉

何
に
自
然
と
親
し
ん
だ
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
色
々
考
へ
合
は
さ
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

て
申
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
っ
さ
う
い
ふ
や
う
な
例
を
申
し
て
見
ま
す
と
、
萬
葉
に
は
、
「
き
よ
い
」
と
い
ふ
言
葉
か
澤
山
使
は
れ
て
居
り

と
い
ふ
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日
本
で
な
け
れ
ば
見
ら

こ
れ
は
一
つ
の
例
と
し
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大
溺
の
磯
も
と
ゆ
す
り
立
つ
波
の
寄
ら
む
と
思
へ
る
濱
の
浮
笑
久

歌
が
あ
り
ま
し
て
、

や
は
り
巻
の
七
に

ま
し
て
、
八
十
八
使
は
れ
て
居
り
ま
す
。
「
さ
ゃ
け
し
」
と
か
「
さ
や
か
」
と
い
ふ
言
葉
が
四
七
四
使
は
れ
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。

そ
の
き
よ
い
と
い
ふ
言
葉
の
用
ひ
方
が
、
今
日
と
少
し
違
ふ
や
う
に
屈
は
れ
る
期
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
巻
の
七
に

ば
つ
‘
}
—
み
を
ゐ
で
ぎ
ヤ
け
く

泊
湘
川
な
が
る
る
水
豚
の
濯
を
早
み
井
堤
越
す
浪
の
音
の
清
久

{
4
-
8
 

こ
れ
が
従
末
「
洞
け
く
」
と
讀
ま
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

と
い
ふ
歌
が
あ
り
ま
す
。
清
け
く
、

の
解
繹
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
ど
う
も
「
さ
や
け
く
」
と
讀
む
の
は
を
か
し
い
、
「
き
よ
け
く
」
と
讀
ま
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
さ
う
讀
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
も
う
一
っ
そ
れ
に
非
常
に
似
た

と
い
ふ
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
「
呑
よ
け
く
」
こ
れ
は
従
来
「
さ
ゃ
け
く
」
と
讀
ま
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
清
」
も

「
淫
」
も
、
さ
ゃ
と
讀
ん
で
居
る
字
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
吾
々
の
語
戚
か
ら
す
る
と
、
「
さ
ゃ
け
く
」
と
策
ん
だ
方
が

い
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
今
日
で
は
も
う
間
違
ひ
の
な
い
事
賞
と
し
て
、
諸
學
者
に
よ
つ
て

認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
笑
」
と
い
ふ
字
が
「
さ
ゃ
け
く
」
と
い
ふ
場
合
の
「
け
」
に

は
用
ひ
な
い
文
字
な
の
で
あ
り
ま
す
。
「
さ
や
け
く
」
と
か
、
「
は
る
け
く
」
と
か
い
ふ
「
け
」
は
「
氣
」
と
か
「
食
」

と
か
い
ふ
字
を
用
ひ
る
の
が
本
嘗
で
、
「
は
る
け
く
」
「
さ
や
け
く
」
と
い
ふ
言
葉
は
「
は
る
け
」
「
さ
ゃ
け
」
此
鵬
ま
で

こ
れ
は
語
法



秋
風
の
消
き
夕
に
天
の
川
舟
こ
ぎ
わ
た
る
月
人
を
と
こ

が
つ
い
て
「
き
よ
く
あ
る
こ
と
よ
」
と
い
ふ
意
味
に
な
る
の
で
、

こ
の
場
合

ま
す
。
そ
れ
は
巻
の
十
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
の
「
け
」
に
は
「
案
」
と
か
「
家
」
と
か

が
語
根
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
活
用
語
尾
が
つ
い
て
、
「
は
る
け
く
」
「
は
る
け
し
」
「
は
る
け
き
」
「
さ
や
け
く
」

「
さ
ゃ
け
し
」
「
さ
ゃ
け
き
」
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
「
送
よ
け
く
」
の
場
合
は
「
き
ょ
」
ま
で
が
語
根
で
「
け
」
は
活
用
語
尾
で
そ
れ
に
「
く
」
と
い
ふ
言
葉

い
ふ
橋
本
進
吉
博
士
の
所
謂
甲
類
の
恨
名
を
用
ひ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
の
場
合
は
そ
れ
で
あ
り
「
浪
之
昔
之
清
久
」

と
「
け
」
に
相
常
す
る
文
字
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
右
の
類
推
に
よ
り
ま
し
て
「
き
よ
け
く
」
と
訓
む
べ
呑
事

が
明
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
に
於
て
は
こ
れ
は
も
は
ゃ
疑
の
な
い
こ
と
で
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
さ
う
い
ふ
事
賓
を
抜
き
に
し
て
考
へ
ま
す
と
い
ふ
と
、
「
き
よ
け
く
」
と
い
ふ
の
は
、
な
ん
だ
か
菱
に
思
は
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
吾
々
の
言
葉
に
到
す
る
今
日
の
戚
覺
な
の
で
あ
り
ま
す
。

所
が
こ
の
「
消
い
」
と
い
ふ
言
葉
に
つ
い
て
さ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
、
ま
だ
他
に
も
二
つ
ば
か
り
あ
る
の
で
あ
り

と
い
ふ
七
夕
の
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
「
月
人
を
と
こ
」
と
い
ふ
の
は
、
本
常
は
月
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、

小
ふ
べ

こ
れ
は
「
き
よ
き
夕
」
と
讀
ま
れ
て
居
つ

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

は
七
夕
の
彦
星
の
こ
と
を
さ
し
た
と
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ゆ
ふ
べ

こ
れ
を
、
「
さ
や
け
き
夕
」
と
讀
ん
だ
り
、
或
は
「
さ
や
け
き
宵
」
に
と
讀
ん
だ
り
す
る
説
が
あ

古
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ゆ
ふ
べ

こ
れ
を
、
「
ぎ
よ
苔
夕
に
」
と
讀
む
方
と
、
「
さ
や
け
き
宵
に
」
と
讀
む
方

こ
の
「
き
よ
き
タ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
に
於
き
ま
し
て
も
、

ゅ
ふ
べ

と
、
「
さ
ゃ
け
き
夕
」
と
讀
ま
れ
る
方
と
三
つ
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
づ
今
日
で
は
、

に
」
と
い
ふ
讀
み
方
が
大
謄
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
も
今
の
人
は
、
「
さ
や
け
苔
夕
」
と
讀
ん

だ
方
が
い
い
の
で
な
い
か
と
威
じ
は
し
な
い
か
と
息
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
や
は
り
、
「
苔
よ
き
夕
」
に
と
讀
ん

い
ふ
べ

だ
方
が
よ
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
就
て
は
井
上
通
泰
氏
が
、
「
さ
や
け
ぎ
夕
」
と
い
ふ
の
は
、
「
さ
や
け
送

タ
」
「
天
の
河
」
「
月
人
を
と
こ
」
と
い
ふ
風
に
「
二
句
、
三
句
、
結
句
と
も
に
名
詞
ど
め
と
な
り
て
調
よ
か
ら
ね
ば
」

と
言
っ
て
「
苔
よ
苔
夕
に
」
と
讀
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
「
さ
や
け
き
よ
ひ
に
」
と
讀
ん

思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

で
も
い
＼
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
だ
け
の
論
で
は
「
き
よ
き
夕
に
」
と
讀
む
論
捩
と
は
な
り
得
な
い
と

や
は
り
こ
れ
は
右
に
述
べ
た
歌
な
ど
の
用
語
の
類
推
に
よ
り
ま
し
て
、
か
う
い
ふ
や
う
に
讀
ん

だ
方
が
い
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
今
の
人
の
語
戚
だ
け
か
ら
考
へ
る
と
、
「
さ
や
け
き
夕
」
と
か
、
「
さ
や
け
呑

宵
」
と
讀
ん
だ
方
が
い
い
の
で
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
批
の
人
を
本
に
し
た
戚
覺
で
あ
っ
て
、

は
や
は
り
き
よ
呑
と
讀
ん
だ
の
で
な
い
か
、
さ
う
い
ふ
風
に
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
―
つ
は
巻
の
六
に
あ
り

ま
す
歌
で
、

上
代
の
人

こ
れ
は
今
ま
で
の
歌
よ
り
も
、
も
う
少
し
や
や
こ
し
く
な
り
ま
す
が
、
市
原
王
と
い
ふ
人
の
歌
で
あ
り
ま

し
て
、ひ

と
つ

t
つ

き

よ

含

は

一
松
幾
代
か
へ
ぬ
る
吹
く
風
の
弊
の
消
者
年
深
み
か
も



と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

一
六

こ
れ
は
「
き
よ
呑
」
と
讀
む
か
、
「
す
め
る
」
と
讀
む
か
、
従
来
は
こ
れ
は
磐
の
「
す
め
る

は
」
と
讀
ん
で
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
到
し
て
井
上
通
泰
氏
は
、
「
養
の
消
き
は
」
と
讀
ん
で
居
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
併
し
そ
れ
は
何
故
「
き
よ
き
は
」
と
讀
ん
だ
か
と
い
ふ
説
明
は
し
て
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

あ
ま
り
深
く
考
へ
て
、
「
き
よ
き
は
」
と
讀
ま
れ
た
の
で
な
し
に
、
た
だ
字
の
通
り
に
「
き
よ
き
は
」
と
讀
ん
だ
方
が
よ

い
と
言
は
れ
た
も
の
と
私
は
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
従
来
は
「
す
め
る
」
と
讀
ん
で
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
に
な
り
ま
す
と
、
吾
々
の
考
へ
か
ら
言
ひ
ま
す
と
、
こ
の
歌
は
ま
こ
と
に
心
の
す
む
や
う
な
戚
じ
の
歌
で
あ
り
ま
す
。

―
つ
松
に
風
が
吹
い
て
居
る
、
そ
の
風
が
ま
こ
と
に
す
み
通
つ
て
居
る
、
そ
の
老
松
は
幾
代
か
鰹
つ
て
居
る
の
で
あ
ら

う
、
そ
の
松
に
吹
く
風
が
ま
こ
と
に
す
み
通
る
の
は
、
年
が
深
く
艇
つ
て
居
る
た
め
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
-

ま
す
。
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
味
は
つ
て
見
ま
す
と
、
「
す
め
る
は
」
と
讀
み
た
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
所
が
こ

れ
は
や
は
り
私
は
、
「
き
よ
き
は
」
と
讀
ん
だ
方
が
い
い
や
う
に
、
近
頃
段
々
は
つ
苔
り
と
さ
う
い
ふ
戚
じ
を
も
っ
ゃ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
す
む
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
賞
は
萬
葉
集
に
あ
ま
り
使
は
れ
て
ゐ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
萬
葉
集
に
住
江
の
浦
の
こ
と
を
、
「
浦
江
」
と
書
い
た
所
が
巻
一
と
巻
三
と
二
箇
所
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
「
住
江
」
と
書
い
た
り
「
墨
江
」
と
書
い
た
り
椴
名
書
に
な
っ
た
り
し
て
あ
る
の
が
多
く
、
「
清
江
」
と

ぎ
よ
す
み
の
い
け

書
い
た
所
は
二
箇
所
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
っ
巻
の
十
三
に
、
「
洞
隅
之
池
」
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
清
澄
」
と
い
ふ
字
か
ら
来
た
の
で
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
さ
う
す
る
と
、
萬
葉
集
の
中
で
、
「
す
む
」
と
い
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ふ
言
葉
が
、
三
箇
所
に
使
は
れ
て
居
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
歌
の
言
葉
と
し
て
、
風
が
す
む
と
か
、
主
日
が

す
む
と
か
、
川
が
す
む
と
か
い
ふ
の
は
、
少
し
も
使
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
す
む
と
い
ふ
言
葉
は
歌
に
澤
山

使
は
れ
て
い
い
と
考
へ
ら
れ
る
に
か
か
は
ら
ず
、
萬
葉
集
に
は
、
水
が
す
む
と
か
、
風
が
す
む
と
か
い
ふ
言
葉
は
、

つ
も
使
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
す
む
と
い
ふ
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
に
あ
げ
た
地
名
に
よ
っ
て
分

る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
む
と
使
は
れ
て
居
る
の
は
、
績
日
本
紀
巻
の
三
十
の
賓
睦
元
年
三
月
の
所
に
、

と
い
ふ
歌
が
あ
り
ま
し
て
、
此
虞
に
一
字
一
昔
の
使
び
方
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

葉
が
、
初
め
て
使
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
風
に
「
す
む
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
萬
葉
以
後
の
賓
饂
元
年

に
見
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
萬
葉
集
に
は
、
一
箇
所
も
見
え
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
平
安
朝
の

源
氏
物
語
を
見
ま
す
と
、
「
す
む
」
と
い
ふ
言
葉
が
那
し
く
使
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
月
の
形
容
と
し
て

ど
う
い
ふ
言
葉
が
用
ひ
ら
れ
て
居
る
か
と
申
し
ま
す
と
い
ふ
と
、
源
氏
物
語
桐
壺
の
巻
に
「
月
は
入
方
の
空
清
う
す
み

云
々
」
と
い
ふ
言
葉
が
見
え
て
居
り
ま
す
。

又
「
月
の
す
む
雲
ゐ
を
か
け
て
云
々
」
叉
明
石
の
巻
に
「
月
も
入
方
に
な
る
ま
A

に
す
み
ま
さ
り
て
」
と
あ
り
、
又
同

を
嘉
Ir

又
描
の
巻
に
、
「
月
い
よ
／
＼
す
み
て
」

じ
巻
に
「
の
こ
る
隈
な
く
澄
め
る
夜
の
月
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
あ
り
、

と
い
ふ
言
葉
が
見
え
て
居
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
や
う
に
源
氏
物
語
を
見
ま
し
で
も
、
月
だ
け
に
、
「
す
め
る
」
と
い
ふ
言
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淵
も
灌
も
洞
く
さ
ゃ
け
し
博
多
川
千
歳
を
待
ち
て
澄
め
る
川
か
も

一七

こ
の
川
の
「
す
む
」
と
い
ふ
言

又
帯
木
の
巷
に
、
「
呑
よ
く
す
め
る
月
に
云
々
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
、



か
ら

な
ら
さ
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

葉
が
、
そ
ん
な
に
澤
山
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
方
萬
葉
集
に
は
、

「
月
よ
み
の
光
を
き
よ
み
」
と
か
い
ふ
や
う
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
も
の
は
、
十
六
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に

「
さ
ゃ
け
き
」
と
か
「
さ
や
か
」
と
い
ふ
や
う
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
が
、
全
證
で
七
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
源
氏
物

澄
む
と
い
ふ
言
葉
が
そ
ん
な
に
澤
山
用
ひ
ら
れ
て
居
り
ま
し
て
、
「
洞
く
」

ひ
ら
れ
ず
、

「
清
く
澄
み
て
」

仁
賢
天
皇
の
巻
に
「
遠
近
清

と
い
ふ
言
葉
は
獨
立
し
て
は
用

と
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
こ
の
源
氏
物
語
に
用
ひ
ら
れ
て
居
り
ま
す

「
澄
む
」
と
い
ふ
使
ひ
方
と
、
萬
葉
集
に
「
消
く
」
と
使
は
れ
て
居
る
の
と
は
、
全
く
反
鉗
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
し
て
、

こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
あ
る
と
息
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
源
氏
物
語
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
使
ひ
方

が
、
今
日
吾
々
の
戚
じ
方
で
あ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま
す
f

さ
う
い
ふ
や
う
に
奈
良
朝
と
平
安
朝
の
間
に
相
違
が
あ
る

や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
吹
く
風
の
磐
が
澄
む
と
い
ふ
や
う
な
戚
じ
は
、
こ
れ
は
吾
々
が
源
氏
物
語
に

の
み
な
ら
ず
聾
が
澄
む
と
い
ふ
や
う
に
用
ひ
ら
れ
た
文
字
は
、
萬
栞

の
み
な
ら
ず
、
上
代
を
通
し
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

語
に
は
、 古

典

と

市

語

日
本
書
紀
の
所
謂
流
布
本
を
見
ま
す
と
、
「
澄
む
」
と
い
ふ
言
葉

は
五
箇
所
用
ひ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
誹
代
の
上
の
巻
の
天
地
が
分
れ
て
末
た
所
に
、
「
消
陽
」
と
い
ふ
言
葉
が
使
は
れ
て

居
り
ま
す
が
、
此
虞
を
「
す
み
あ
き
ら
か
」
と
讀
ま
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た

平
」
と
い
ふ
言
葉
を
使
っ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
の
「
清
平
」
を
「
す
み
や
は
ら
ぎ
て
」
と
讀
ま
し
て
居
り
ま
す
。
そ
れ

緞
罷
天
皇
の
巻
に
「
天
下
消
泰
」
と
使
は
れ
て
居
り
ま
し
て
、
「
消
泰
」
を
流
布
本
に
「
す
む
」
と
讀
ま
し
て
居

「
き
よ
呑
月
夜
に
」

一八

と
か



る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

安
閑
天
皇
の
巻
に
、
「
内
外
消
通
」
と
書
い
て
「
清
通
」
を
「
す
み
通
り
」
と
讀
ま
し

て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
清
明
心
」
と
書
い
て
、
「
す
め
る
心
」
と
讀
ま
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら

を
果
し
て
、
「
す
む
」
と
讀
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
可
な
り
疑
問
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
現
に
誹
代
の
巻
の
「
清
陽
」
と
い
ふ
言
葉
に
到
し
て
、
「
い
さ
ぎ
よ
く
明
か
な
り
」
と
、
清
の
字
を
「
い
さ
ぎ
よ
く
」

と
讀
ま
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
書
紀
の
出
来
た
時
の
正
し
い
讀
み
方
を
偲
へ
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ

と
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
併
し
最
も
古
い
も
の
に
、
「
い
さ
ぎ
よ
く
」
と
讀
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
「
清
明
」

と
い
ふ
言
葉
を
「
す
み
あ
呑
ら
か
」
と
讀
む
か
ど
う
か
、
疑
問
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
「
洞
明
心
」
は
「
送
よ
き
あ
か
き

心
」
と
讀
ん
だ
方
が
寧
ろ
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
清
通
は
「
送
よ
く
通
り
」
と
讀
ん
だ
方
が
よ
い

と
思
ひ
ま
す
が
、
併
し
と
も
か
く
流
布
本
に
「
す
む
」
と
讀
ま
し
て
居
る
の
が
日
本
書
紀
に
は
五
箇
所
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
「
も
の
の
音
」
が
す
む
と
用
ひ
ら
れ
て
居
る
所
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
物
昔
の
す
む
と
い
ふ
言
葉
を

使
は
れ
て
居
る
の
は
、
源
氏
物
語
で
も
、
見
る
方
の
す
む
よ
り
は
、
聞
く
音
の
す
む
と
い
ふ
方
が
少
く
用
ひ
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
う
い
ふ
風
に
見
恋
り
ま
す
と
、
「
吹
く
風
」
に
「
す
め
る
」
と
い
ふ
の
は
、
後
批
の
讀
方
で

う
い
ふ
場
合
に
若
し
「
す
め
る
」
と
い
ふ
風
に
讀
む
も
の
と
す
れ
ば
、
「
洞
有
」
と
「
有
」
の
字
を
添
へ
て
書
か
れ
て
居
る

の
が
普
通
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
書
か
れ
て
ゐ
な
い
所
か
ら
見
ま
し
て
も
、

古

典

と

古

語

一
九

こ
れ
は
「
磐
の
清
き
」
と
讀
む
べ
き

あ
り
ま
し
て
、
ま
た
か



古
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と
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も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
最
近
佐
々
木
信
綱
博
士
、
武
田
祐
吉
博
士
の
校
訂
せ
ら
れ
た
定
本
萬
葉
集
に
も
、

「
す
め
る
」
と
讀
ま
れ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
後
批
の
語
戚
の
上
に
立
つ
て
、
従
来
の
讀
方
を
採
ら
れ
て
居
る

と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
「
磐
の
き
よ
き
は
」
と
讀
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
う
い
ふ
風
に
、
か
う
い
ふ
言
葉
は
た
だ
吾
々
の
戚
じ
を
本
と
し
て
は
間
違
ふ
の
で
あ
り
ま
し
で
、
や
は
り
上
代
の

人
の
心
に
な
っ
て
味
ふ
こ
と
に
．
よ
っ
て
、
始
め
て
こ
．
の
歌
の
戚
じ
が
味
は
は
れ
る
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
た
だ
―
つ
の
漠
字
の
讀
方
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
「
も
み
ぢ
」
の
方
は
讀
方
と
い
ふ
よ
り
も
、
内
容
の
問
題

で
あ
り
、

こ
ち
ら
の
方
は
讀
方
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
二
つ
の
言
葉
の
味
ひ
方
と
、
解
繹
の
し
か
た
と
讀
方
と
、

其
虞
に
吾
々
と
上
代
の
人
と
の
戚
じ
が
違
つ
て
居
る
。
そ
の
違
つ
て
居
る
所
を
、
本
常
に
味
ひ
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

吾
々
の
上
代
人
が
、
如
何
に
自
然
を
観
、
自
然
に
親
し
ん
だ
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
始
め
て
明
か
に
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
な
い
か
と
い
ふ
風
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
と
い
ふ
も
の
が
時
代
と
共
に
菱
遜
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は

常
然
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
浦
い
と
い
ふ
言
葉
に
し
ま
し
て
も
へ
例
へ
ば
「
消
ら
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
萬
葉
集
に
は

使
は
れ
て
ゐ
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
源
氏
物
語
に
な
り
ま
し
て
、
非
常
に
澤
山
使
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

或
は
「
洞
げ
」
女
の
人
の
髪
の
美
し
い
の
を
、
消
げ
と
い
ふ
や
う
に
澤
山
使
は
れ
て
居
り
ま
す
が
、
浦
く
と
い
ふ
同
じ

言
葉
で
も
、
萬
葉
集
に
は
「
消
く
」
と
言
ひ
源
氏
物
語
は
「
清
ら
」
と
か
、
「
消
げ
」
と
い
ふ
や
う
に
楚
化
し
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。
萬
葉
集
が
、
ま
こ
と
に
清
浄
な
精
誹
を
生
か
し
て
居
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
就
き
ま
し
て
は
、
よ
く
私

1
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来
る
の
で
な
い
か
と
思
ひ
ま
し
た
の
で
、

（
昭
和
十
七
年
十
月
十

B
記
念
講
演
い

―
二
私
の
考
へ
ま
し
た
こ
と
を
申
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
（
終
）

は
申
す
こ
と
で
、
而
も
そ
の
情
い
精
神
を
示
す
「
清
い
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
ど
う
い
ふ
や
う
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
か
、

吾
々
と
は
や
は
り
違
っ
た
用
ひ
方
を
し
て
、
か
う
い
ふ
風
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
と
い
ふ
や
う
な
、
ま
こ
と
に
面
倒
な
詮

索
を
申
し
た
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
吾
々
は
、
本
嘗
に
萬
葉
集
に
接
し
、
萬
葉
人
に
接
す
る
こ
と
が
出




