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岡

野

，
信

子

‘

 
徳
川
初
期
の
俳
人
安
原
貞
室
の
『
か
た
こ
と
」
に
つ
い
て
、
本
学
の
白
木
教

 
 
 
 

授
は
、
 
「
み
．
ず
か
ら
の
信
ず
る
規
範
意
識
を
基
に
、
か
た
こ
と
批
正
の
信
念
と

論
述
を
展
開
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

 
 
 
＊
白
木
進
教
授
編
著
「
か
た
こ
と
」
一
八
七
頁
（
笠
間
選
書
5
3
）

 
著
者
が
「
か
た
こ
と
」
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
多
く
は
託
音
で
あ
る
が
、
そ

の
ほ
か
、
用
語
や
用
法
の
是
非
・
使
用
場
面
の
適
否
を
も
論
じ
て
い
る
。
そ
の

筆
は
か
た
こ
と
批
正
を
離
れ
て
と
ぎ
に
語
源
を
説
き
、
ま
た
語
の
意
味
を
解
説

す
る
こ
と
も
あ
る
。
 
そ
こ
に
と
り
あ
げ
る
諸
語
は
体
言
・
用
言
に
匙
ど
ま
ら

ず
、
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
も
多
い
。
著
者
の
言
語
感
覚
の
鋭
く
豊
か
な
た
め
で

あ
ろ
う
。

 
私
は
貞
室
が
『
か
た
こ
と
」
に
お
い
て
、
副
詞
語
彙
の
解
説
と
考
察
を
試
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
貞
室
の
と
り
あ
げ
た
副
詞
は
お
よ
そ
一
九
五

語
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
当
時
の
口
頭
語
の
副
詞
で
あ
る
。
文
章
語
の

副
詞
は
、
「
し
と
㌧
に
」
「
ほ
う
ど
」
な
ど
、
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
が
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。

 
 
 
＊
「
ひ
と
つ
」
を
名
詞
と
す
る
か
副
詞
と
す
る
か
な
ど
、
副
詞
認
定
の
幅
は
人
に
よ
っ
て
い

 
 
 
 
く
ら
か
異
な
る
。
私
は
こ
の
類
の
も
の
を
副
詞
と
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

 
取
り
あ
げ
た
副
詞
へ
の
貞
室
の
視
点
は
次
の
三
点
で
・
あ
る
。

 
 
-
 
意
義
の
説
明

 
 
2
．
語
源
・
出
自
の
追
求

 
 
3
 
発
音
・
用
語
・
用
法
な
ど
の
是
非
の
論

 
1
に
あ
げ
た
「
意
義
の
説
明
」
は
、
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
に
対
し
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
辞
書
風
に
語
義
の
説
明
也
試
み
た
こ
と
は
、
「
か
た
こ
と
直

し
」
の
本
旨
か
ら
そ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
俳
人
の
手
に
な
る
言
語
の
書
の
面

目
は
、
む
し
ろ
こ
こ
に
躍
如
と
し
て
い
る
。
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
は
、
俳
言
と

し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
。
俳
言
と
し
で
重
要
な
ば
か
り

で
な
く
、
日
常
会
話
の
中
で
も
、
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
は
多
用
さ
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
新
し
い
時
代
の
新
し
い
語
の
面
目
は
、
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
に
特

に
顕
著
で
、
貞
室
の
言
語
意
識
を
刺
戟
し
た
か
と
思
え
る
。
小
稿
で
は
、
『
か
た

こ
と
」
に
お
け
る
副
詞
語
彙
の
解
説
と
考
察
の
あ
と
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。
ま
だ

そ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
副
詞
語
彙
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

 
『
か
た
こ
と
』
は
、
白
木
教
授
の
頭
注
に
よ
っ
て
、
ま
た
教
授
が
各
条
に
番
号

を
つ
け
ち
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
解
・
検
索
が
ず
い
ぶ
ん
容
易
に
な
っ
た
。

教
授
の
古
稀
の
賀
を
心
か
ら
お
祝
い
申
上
げ
、
日
ご
ろ
の
島
影
を
謝
し
つ
つ
、
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ノ

考
究
に
励
み
た
い
。

1

擬
音
・
擬
態
の
副
詞
の
意
義
を
説
明
し
た
も
の

 
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
の
意
義
を
説
明
し
た
条
々
は
巻
五
の
「
雑
詞
の
部
」
の

鵬
条
か
ら
拠
条
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
巻
二
・
巻
三
に
も
い
く
ら
か
見
え

て
い
る
。
ま
た
電
導
も
そ
れ
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
擬
音
・
擬

態
の
副
詞
は
重
要
な
俳
言
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
貞
室
以
外
の
俳
人
の

書
に
、
こ
の
よ
う
に
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
を
説
明
し
た
も
の
は
、
ま
ず
見
当
ら

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
か
た
こ
と
』
の
出
版
を
刺
戟
し
た
か
と
思
え
る

松
江
重
頼
の
『
早
年
草
』
に
も
見
え
な
い
。
ま
た
『
か
た
こ
と
』
，
に
な
ら
っ
て

出
さ
れ
た
『
浮
世
鏡
』
や
『
か
た
こ
と
百
草
．
ケ
条
」
に
も
、
擬
音
・
擬
態
の
副
．

詞
は
之
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
貞
室
が
『
か
た
こ
と
」
で
擬
音
・
擬
態
副
詞

の
意
義
の
説
明
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
著
者
は
糊
条
で
「
か
ん
ご
り
」
を
説
明
し
た
後
に
、
 
「
右
五
六
十
の
こ
と
葉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
が
て
と
な

は
大
か
た
音
響
を
も
て
。
頓
而
唱
ふ
る
勲
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
集
め
ら
れ
て
い
る
語
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
文
は
、
そ
の
多
く
が
「
…
…
音

 
 
 
 
か
た
ち

職
」
・
「
…
…
貞
殿
」
 
「
…
…
か
た
職
」
 
「
…
…
さ
ま
欺
」
 
「
…
…
心
職
」
と
結
「

ば
れ
て
い
る
。
中
に
「
…
…
声
鰍
」
．
の
一
例
も
あ
る
。
 
「
音
」
「
声
」
と
い
う

説
明
は
、
今
日
の
擬
音
語
・
擬
声
語
に
相
当
す
る
。
「
貞
」
 
「
か
た
」
と
「
さ

ま
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
語
を
厳
密
に
踏
ま
え
れ
ば
、
形
態
象
徴
と
状
態
象
徴
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
説
明
し
分
け
ら
れ
た
語
群
の
間
に
、
明
確
な
差

異
は
認
め
に
く
い
。
ま
た
「
心
」
と
い
う
説
明
語
は
、
金
田
一
春
彦
氏
の
言
わ

れ
る
擬
情
語
に
近
い
が
、
「
…
：
．
心
」
と
説
明
さ
れ
た
語
と
、
「
…
…
貞
」
と

説
明
さ
れ
た
語
と
は
、
さ
し
た
る
違
い
を
持
っ
て
い
な
い
。
'

 
こ
の
よ
う
に
「
貞
」
「
さ
ま
」
「
心
」
な
ど
の
説
明
用
語
は
、
必
ず
し
も
厳
密

的
確
で
は
な
い
が
、
貞
室
が
、
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
の
意
義
の
説
明
に
苦
心
し

て
い
る
こ
と
は
、
十
二
分
に
窺
え
る
。
意
義
を
説
明
し
た
文
の
末
尾
の
「
駄
」

は
、
『
か
た
こ
と
』
に
お
い
て
は
疑
問
表
現
の
辞
で
は
な
く
て
、
娩
曲
断
定
表

現
の
辞
で
あ
る
。

・
貞
室
は
と
り
あ
げ
だ
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
を
配
列
す
る
の
に
、
た
と
え
ば
語

頭
音
の
近
い
も
の
を
寄
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
意
義
の
近
い
も
の
を
寄
せ
る
な

ど
の
配
慮
を
い
く
ら
か
見
せ
て
も
い
る
。
が
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
と
り
あ
げ
た

ら
し
い
面
も
、
多
分
に
見
ら
れ
る
。
い
く
ら
か
の
分
類
・
整
理
を
試
み
な
が
ら
、

貞
室
の
と
り
あ
げ
た
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
と
そ
の
説
明
文
と
を
、
以
下
に
列
挙

し
よ
う
。
 
『
か
た
こ
と
』
の
本
文
は
、
白
木
教
授
編
著
『
か
た
こ
と
』
の
そ
れ

を
写
し
、
ま
た
「
近
代
語
研
究
」
 
（
近
代
語
学
会
編
）
第
三
集
の
写
真
版
を
も

参
照
し
た
。
「
…
…
」
は
、
本
文
省
略
の
部
分
で
あ
る
。
ル
ゼ
は
略
し
た
も
の

も
あ
る
。

 
 
ω
「
…
…
音
」
「
…
…
声
」
と
説
明
さ
れ
た
擬
音
副
詞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
く

 
餅
一
か
た
く
は
 
。
か
た
き
物
の
 
屡
 
な
る
無
意

 
鰯
一
が
た
く
は
 
。
歯
な
ど
の
あ
は
ず
し
て
ふ
る
う
音
鰍
。
薬
な
ど
細
末

 
 
し
て
ふ
る
う
音
鰍

 
魏
一
こ
と
く
は
 
」
。
戸
な
ど
の
鳴
音
鰍

 
㎜
一
ご
と
く
は
 
。
箱
な
ど
の
中
の
く
つ
ろ
ぎ
て
入
た
る
物
の
な
る
音
職

 
脚
一
し
と
く
と
は
 
。
春
雨
な
ど
の
し
つ
か
な
る
音
鰍
。
 
そ
れ
を
じ
と

 
 
 
く
と
い
ふ
は
如
何
。
じ
と
く
と
は
薫
物
に
蜜
や
あ
ま
づ
ら
な
と
の

 
 
 
過
た
る
を
い
ふ
か
。
 
（
以
下
略
）
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た
ん
 
 
 
 
の
ん
ど

鵬
一
じ
や
く
 
。
疾
な
ど
の
咽
に
つ
ま
り
た
る
官
職

聖
ひ
ち
よ
一
は
．
小
鳥
羅
騰
の
姦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
を

㎜
一
び
ち
よ
く
は
 
。
小
水
に
魚
な
ど
の
動
く
音
を
い
ふ
也

三
一
（
略
）
べ
ら
く
、
。
へ
ら
く
・
め
．
ら
く
は
三
等
し
か
る
べ
し
。
火
な

 
 
 
 
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
め

 
 
ど
の
付
て
焼
侍
る
音
な
る
べ
し
。
安
部
の
む
ら
じ
が
か
く
や
姫
に
を
ぐ

 
 
 
 
ひ
ね
ず
み

 
 
り
し
火
鼠
の
か
は
の
。
め
ら
め
ら
と
焼
た
る
と
い
ふ
こ
と
を
。
竹
取

 
 
の
物
語
に
書
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

鷹
一
か
つ
さ
り
は
 
。
爪
に
て
物
を
か
く
を
と
鰍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
わ
か

㎜
一
が
つ
さ
り
は
 
。
障
子
な
ど
俄
に
あ
ら
く
あ
く
る
音
欺

窟
一
か
つ
し
り
は
 
。
か
た
濁
音
鰍
。
又
岩
の
上
を
駒
の
ゆ
く
足
音
欺

鰯
．
一
が
つ
た
り
は
 
。
も
ろ
く
た
ふ
れ
た
る
貞
鰍
。
裾
物
に
あ
た
り
て
か
た

 
 
き
を
と
鰍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み

㎜
一
が
ん
じ
り
は
 
。
か
た
き
物
噛
あ
て
た
る
音
発
馬
の
く
つ
は
を
か
む
音

謝
一
く
ば
っ
た
り
は
 
。
重
き
物
の
煙
る
音
燭

隔
嗣
ぐ
は
っ
た
り
は
 
・
ひ
び
き
て
興
る
音
鰍

町
一
く
つ
さ
り
は
 
・
少
か
た
き
物
を
つ
く
音
鰍

㎜
一
ぐ
つ
さ
り
は
 
。
和
ら
か
な
る
物
を
突
華
墨

窟
一
ぐ
ん
じ
り
は
 
・
く
じ
け
た
る
音
引

鵬
一
こ
つ
と
り
は
 
。
か
た
き
物
の
少
な
る
音
鰍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
る
ろ

脳
一
ご
つ
と
り
は
・
右
に
同
じ
枢
な
ど
の
お
る
る
音
鰍
。
む
か
し
の
狂
歌
の

 
 
さ
ぐ
り
ノ
だ
い

 
 
探
題
を
と
り
て
寄
・
枢
恋
と
い
ふ
こ
と
を
当
座
に
老
師
の
よ
め
る

 
 
 
 
き
ぬ
く
の
別
れ
よ
り
う
し
ょ
せ
じ
と
て

 
 
 
 
 
お
ろ
す
く
る
㌧
の
ご
つ
と
り
の
声

安
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晒
一
し
ゃ
つ
ば
り
と
い
ふ
べ
き
を
。
じ
つ
ば
り
。
し
い
わ
り
，
な
ど
い
ふ
は
如

 
 
 
何
。
但
木
の
枝
な
ど
の
た
は
む
音
を
し
つ
ば
り
と
云
。
と
き
洗
ひ
ぎ
ぬ

 
 
・
や
。
導
引
の
き
ぬ
な
ど
の
さ
は
さ
ば
と
な
る
や
う
な
る
を
。
し
ゃ
つ
ば

 
 
 
り
と
い
ふ
に
や
、
ψ

 
㎜
一
ず
っ
し
り
は
 
。
い
か
に
も
お
も
き
物
の
落
る
音
聾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
な
り

 
捌
一
ひ
っ
し
や
り
は
 
。
神
鳴
な
と
の
落
た
る
や
う
の
音
を
い
ふ
歎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
た

・
5
1
一
…
…
…
又
ひ
っ
た
り
と
い
ふ
は
。
・
引
板
ひ
く
音
成
べ
し
。

 
鷹
一
ほ
つ
し
り
は
 
。
的
な
ど
に
矢
の
当
り
た
る
音
鰍

 
㈱
一
ぼ
っ
た
り
は
 
。
お
も
く
や
は
ら
か
な
る
物
の
落
た
る
音
鰍

．
二
一
…
…
…
ふ
っ
と
。
ふ
つ
つ
乏
な
ど
い
ふ
は
。
．
緒
や
紐
な
ど
の
き
れ
侍
る

 
 
 
音
を
。
や
が
て
言
葉
に
用
ひ
そ
め
た
る
こ
と
歎

 
以
上
の
三
十
五
語
が
、
 
「
…
…
音
欺
」
「
…
：
レ
声
殿
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

擬
音
副
詞
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
申
の
「
し
と
く
」
 
（
春
雨
の
静
か
な
音
）

「
べ
ら
べ
ら
・
へ
ら
へ
ら
・
め
ら
め
ら
（
火
に
焼
け
る
音
）
」
「
く
ん
じ
り
（
く

じ
け
た
音
）
」
な
ど
は
、
そ
の
状
態
の
象
徴
音
、
す
な
わ
ち
擬
態
副
詞
と
も
思

え
る
。
擬
音
副
詞
は
模
写
音
、
擬
態
副
詞
は
象
徴
音
と
、
本
来
異
質
の
も
の
「
で

あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
両
者
の
区
別
の
困
難
な
も
の
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
こ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
語
を
、
私
自
身
の
日
常
使
用
語
と
比
較
し
て
み
る
と
、

ま
っ
た
く
同
形
同
意
の
も
の
は
、
 
「
か
た
く
」
「
が
た
く
」
「
こ
と
く
」

「
ζ
と
く
」
「
し
と
ぐ
」
「
め
ら
く
」
「
ず
っ
し
り
」
ぐ
ら
い
で
、
意

外
に
少
な
い
。
ま
た
語
頭
音
だ
け
は
同
じ
で
語
形
式
の
異
な
る
も
の
は
、
「
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

っ
さ
り
（
ガ
サ
ッ
ト
）
」
「
が
つ
た
り
（
ガ
タ
ン
ト
〉
」
「
が
ん
じ
り
（
ガ
ジ
、

ッ
ト
）
」
、
「
ぐ
っ
さ
り
（
グ
サ
ッ
ト
）
」
「
こ
つ
と
り
（
コ
ト
ン
ト
）
」
「
ご
つ

と
り
（
ゴ
ト
ン
ト
）
」
で
あ
る
。
．
「
じ
ゃ
じ
ゃ
（
ゼ
ー
ゼ
ー
）
」
「
び
ち
よ
く

‘

、
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（
ピ
チ
ピ
チ
）
」
「
か
っ
さ
り
（
ガ
シ
ガ
シ
）
」
'
「
ふ
つ
つ
と
（
プ
ツ
ッ
ト
）
」

は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
語
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
擬
音
副
詞
が
私

に
は
な
い
μ
．
擬
音
副
詞
も
生
命
の
長
い
語
、
短
い
語
と
さ
ま
ぐ
な
よ
う
で
あ

る
。

 
 
 
＊
1
 
現
代
の
京
都
人
の
擬
音
副
詞
と
比
較
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
寮
、
適
当
な
人
が
得

 
 
 
 
 
 
ら
れ
ず
、
ひ
と
ま
ず
私
自
身
の
語
と
比
較
し
売
。

 
 
 
＊
2
 
括
弧
内
に
か
た
か
な
で
記
し
た
の
が
、
私
自
身
の
用
語
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
た
 
 
 
 
 
 
 

 
一
方
、
こ
れ
ら
の
擬
音
副
詞
を
他
の
書
の
中
の
．
そ
れ
と
も
比
較
し
て
み
た
。

「
ひ
ち
よ
ひ
ち
よ
」
「
く
ば
っ
た
り
」
「
ひ
っ
し
や
り
」
は
、
・
『
か
た
こ
ど
』

に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
「
か
つ
さ
り
」
「
が
ん
じ
り
ト
「
く
ん
じ
り
」
は
「
日

本
国
語
大
辞
典
』
に
見
え
て
い
る
が
、
出
典
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
遺
『
か

た
こ
と
』
だ
け
で
あ
る
。
「
じ
や
く
」
「
び
ち
よ
く
」
「
へ
ら
く
」
「
べ

ら
ぐ
」
「
ひ
っ
た
り
」
「
ほ
つ
し
り
」
は
、
同
語
形
の
も
の
が
他
書
泥
も
あ

る
が
、
語
の
意
味
は
異
な
つ
．
て
い
る
。

 
 
 
＊
『
日
葡
辞
書
』
 
（
今
泉
忠
義
氏
『
日
葡
辞
書
の
研
究
』
に
よ
る
）
 
・
天
沼
寧
氏
編
『
擬
者

 
 
 
 
語
●
擬
態
語
辞
典
』
・
竹
内
美
智
子
氏
ほ
か
二
氏
『
現
行
辞
書
に
お
け
る
副
詞
一
覧
』
（
品

 
 
 
 
詞
別
日
本
文
法
講
座
）
 
・
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
 
（
小
学
舘
）

 
と
こ
ろ
で
、
晒
条
の
「
が
．
つ
た
り
」
と
隔
条
の
「
ぐ
は
っ
た
り
」
と
は
、
こ

の
表
記
の
と
お
り
に
発
音
の
異
な
る
別
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
の
「
が
つ
た
り
」
．
の
項
に
は
、
〈
古
く
は
h
ぐ
わ
っ
た
り
」
と
も

表
記
〉
と
あ
ワ
て
、
こ
ご
に
「
ぐ
わ
っ
た
り
」
「
ぐ
は
っ
た
り
」
の
用
例
も
あ
げ

て
あ
る
。
 
『
か
た
こ
と
』
の
三
条
と
隔
条
と
の
説
明
が
い
く
ら
か
異
な
っ
て
い

る
の
は
、
同
一
語
の
意
味
領
域
の
広
が
り
層
見
せ
て
い
る
・
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
擬
音
擬
声
の
副
詞
を
説
明
し
た
貞
室
の
筆
は
、
簡
潔
で
的
確
で
あ

る
。
た
と
え
ば
七
条
に
「
ご
と
く
」
を
説
明
し
て
「
箱
な
ど
の
中
の
く
つ
ろ

ぎ
て
入
た
る
物
の
な
る
音
階
」
と
言
い
、
㎜
条
に
「
ず
っ
し
り
」
を
「
い
か
に

・
も
お
も
き
物
の
落
る
音
鰍
」
と
言
う
。
筆
者
の
見
た
現
代
の
二
種
の
国
語
辞
書

は
、
 
「
ぼ
っ
た
り
」
を
説
明
す
る
の
に
．
 
「
か
た
こ
と
』
．
の
「
お
も
く
や
は
ら

か
な
る
物
の
落
た
る
音
」
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た
。
貞
室
．
の
意
義
の
解
説

の
優
れ
て
．
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
一
例
で
あ
ろ
う
。

 
 
㈲
「
し
：
三
貞
」
「
…
…
か
た
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
た
擬
態
副
詞

 
擬
態
副
詞
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
「
…
…
貞
殿
」
・
「
…
…
か
た
ち
殿
」
「
ゼ
：

…
か
た
鰍
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
…
…
さ
ま
鰍
」
「
…
…
こ
と
歎
〕

と
説
明
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
「
…
…
を
い
ふ
べ
き
殿
」
 
「
…
…
を
い
ふ
に

や
」
と
説
か
れ
た
も
の
も
い
く
ら
か
あ
る
。

 
さ
き
の
擬
音
副
詞
の
ば
あ
い
は
、
物
音
を
模
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
擬
態

副
詞
で
は
、
人
の
容
姿
・
表
情
・
状
態
の
擬
態
副
詞
が
、
も
の
の
状
態
の
擬
態

副
詞
よ
り
は
ず
っ
と
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ゆ

 
 
 
皿
d
刈
の
容
隆
コ
爽
情
-
状
態
み
官
能
副
詞
］

 
眼
：
…
。
嬉
し
く
ぐ
と
は
。
声
を
た
て
ず
し
て
．
泣
こ
と
鰍
そ
れ
を
し
く
ほ

 
 
く
と
は
い
か
～

 
㈱
…
…
。
野
人
の
小
足
に
歩
み
侍
る
こ
と
を
。
ち
よ
こ
く
と
い
ふ
も
。
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
・
V

 
 
り
き
侍
る
る
か
た
ち
。
に
や
。
し
ぼ
ら
し
き
こ
と
．
葉
成
べ
し

 
”
一
つ
く
、
く
は
 
・
物
あ
ん
じ
な
が
め
た
る
良
鰍
、

 
・
㎜
一
つ
べ
か
し
。
つ
べ
く
。
つ
べ
か
は
〉
。
よ
く
物
い
ふ
こ
と
に
云
な
ら

 
 
 
は
せ
り

 
御
一
ど
や
く
は
 
・
。
人
こ
ぞ
り
て
う
ご
く
貞
殿

 
窩
一
ど
し
ゃ
く
し
や
 
。
と
や
く
も
。
さ
は
が
し
き
．
か
た
鰍
。
い
や
し
き
こ
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と
葉
に
や

 
御
一
し
っ
か
り
は
 
。
毒
虫
な
ど
に
遠
さ
れ
て
い
た
む
か
た
勲
。
又
湯
な
ど

 
 
 
の
あ
っ
．
き
こ
と
に
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
り

・
㎜
一
つ
～
く
り
 
。
さ
び
し
う
独
立
た
る
さ
ま
鰍

 
㎜
一
で
つ
く
り
 
。
ど
っ
し
り
な
ど
も
重
き
か
た
欺

 
㎜
一
に
つ
こ
り
は
 
。
笑
ふ
貞
鰍

 
㎜
一
わ
ん
ご
り
も
 
。
右
に
写
し
く
え
む
占
奪

 
三
一
び
つ
た
り
は
 
ぬ
れ
た
る
か
た
鰍
℃
強
う
ぬ
れ
た
る
や
う
の
か
た
ち
成

 
 
 
べ
し

 
㎜
一
ほ
っ
こ
り
は
6
あ
た
た
ま
る
か
た
職
是
も
ほ
は
火
成
べ
し

 
四
一
ほ
っ
ち
り
 
。
ほ
っ
ち
は
。
寝
入
た
る
目
を
覚
し
て
開
く
貞
鰍

 
㎜
一
ぼ
っ
と
り
 
。
や
は
ら
か
に
い
と
お
し
き
か
た
ち
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
び
ら

 
鰯
一
し
と
～
に
ぬ
る
る
と
は
帷
な
ど
の
身
に
つ
く
程
ぬ
る
㌧
を
い
ふ
べ
き

 
 
 
か
と
一
条
禅
閻
の
宣
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
も
し
び

、
三
一
ほ
っ
と
は
．
。
息
吹
貞
鰍
灯
け
つ
さ
ま
鰍

 
以
上
の
中
で
「
し
っ
か
り
」
は
、
人
の
状
態
に
も
物
の
状
態
に
も
言
う
と
、

説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
重
き
か
た
」
と
説
明
さ
れ
た
「
ど
っ
し
り
」
も
、

人
に
も
物
に
も
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
語
は
二

十
一
．
一
語
で
、
さ
し
て
多
く
な
い
が
、
人
の
容
姿
・
表
情
・
所
作
・
状
態
の
諸
方

面
に
、
か
な
り
多
角
的
に
擬
態
副
詞
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
彙
集
に
は
、

ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
こ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
語
の
う
ち
、
 
「
し
く
く
」
「
ち
よ
こ
く
」
「
ど
や

く
」
「
ど
っ
し
り
」
■
「
に
っ
こ
り
」
「
し
と
ど
」
は
、
今
日
も
こ
の
ま
、
の

形
で
あ
る
。
ま
た
「
つ
べ
く
（
ツ
ベ
コ
ベ
）
」
、
「
ど
し
ゃ
く
し
や
（
ド
サ
ク
、
．

安
原
貞
室
著
『
か
た
こ
と
』
の
副
詞
語
彙
の
解
説
と
考
察

サ
）
L
「
び
つ
た
り
（
ビ
ッ
シ
ョ
リ
）
」
「
ほ
っ
ち
り
（
パ
チ
ッ
ト
）
」
「
ほ
っ
と

（
フ
ッ
ト
）
」
は
、
今
日
の
も
の
は
語
形
式
が
少
し
変
化
し
て
い
る
。
「
や
は
ら

か
に
い
と
ほ
し
き
か
た
ち
」
と
評
さ
れ
た
「
ぼ
っ
と
り
」
は
、
今
日
言
ふ
「
ポ

チ
ャ
ポ
チ
ャ
」
で
あ
ろ
う
か
。

 
人
に
関
す
る
擬
態
副
詞
の
説
明
は
、
「
し
ほ
ら
し
き
こ
と
ば
」
「
い
と
ほ
し
き

か
た
ち
」
「
い
や
し
き
こ
と
ば
」
の
よ
う
に
、
評
価
の
語
を
伴
い
が
ち
で
あ
る
。

語
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
の
語
に
よ
り
て
表
現
さ
れ
て
一
い
る
容
姿
・
状
態
そ
の

も
の
へ
の
批
評
と
が
交
錯
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 
」
②
物
の
動
き
・
状
態
の
擬
態
副
詞
一

 
脚
…
…
ひ
ら
く
と
は
。
縦
へ
ば
う
す
き
物
の
ち
り
て
光
る
か
た
ち
に
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
く

 
一
び
ら
び
ら
と
は
是
も
薄
な
ど
の
ち
れ
る
さ
ま
に
や
。
ひ
ら
ケ
く
と
い
ふ

 
 
も
お
な
じ
か
る
べ
し
。

 
鋭
一
ほ
た
一
は
 
。
大
な
る
花
の
り
ん
な
ど
の
落
た
る
貞
鰍

 
晒
一
が
つ
た
ヶ
は
 
。
も
ろ
く
た
ふ
れ
た
る
過
誤
。
挿
物
に
あ
た
り
て
か
た

 
 
 
き
を
と
殿

 
㎜
一
か
ん
ご
り
は
 
。
か
ご
や
か
に
お
く
ま
り
た
る
か
た
鰍

 
鵬
一
ぐ
つ
ち
や
り
は
 
。
い
や
し
き
詞
に
や
。
し
ど
け
な
き
か
た
に
い
ふ

 
月
一
し
っ
こ
り
は
 
。
か
た
く
お
も
き
か
た
鰍

 
鰯
一
物
の
つ
皮
ま
や
か
な
る
こ
と
を
・
。
つ
ん
ま
り
と
は
如
何

，
窺
一
び
つ
し
ゃ
り
は
 
。
物
の
つ
ぶ
れ
た
る
か
た
鰍

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
か
ば

鴇
一
ぶ
ら
り
と
い
ふ
こ
と
葉
は
。
高
き
所
よ
り
落
も
は
て
ず
し
て
。
半
に

 
 
 
あ
る
や
う
の
貞
鰍
。
不
落
離
と
書
よ
し
云
り

鰹
一
ひ
っ
た
り
と
い
ふ
は
。
う
す
く
ひ
く
き
物
の
。
水
な
ど
に
ひ
た
り
て
。

 
．
物
に
つ
ぎ
た
る
を
い
ふ
に
や

、

（ 159 ）

〆



 
棚
一
へ
つ
た
り
は
 
・
ひ
ら
ひ
ら
座
す
る
貞
何
に
て
も
ひ
ら
め
な
る
物
を
す

 
 
 
へ
た
る
を
い
ふ
職
．

 
祖
一
ぼ
つ
こ
り
は
 
・
や
は
ら
か
な
る
貞
歎

 
㎝
一
ほ
っ
た
り
は
 
・
ざ
の
み
お
も
か
ら
ぬ
物
の
落
た
る
か
た
に
や

 
鰯
一
ほ
う
ど
な
ど
い
ふ
こ
と
葉
。
物
の
砕
け
つ
。
お
れ
つ
な
ど
す
る
時
に
の

 
 
 
み
い
ふ
べ
き
に
や
。
焙
と
書
て
ほ
う
ど
く
だ
く
る
と
よ
む
と
か
や

 
こ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
十
六
語
の
説
明
の
中
で
は
、
 
「
ほ
た
く
」
の
説
明

が
こ
と
に
美
し
い
。
「
大
な
る
花
の
り
ん
な
ど
の
落
た
る
貞
鰍
」
と
い
う
そ
の

説
明
は
、
二
・
三
の
現
行
国
語
辞
書
の
説
明
と
比
較
し
て
も
、
貞
室
の
説
明
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

最
も
簡
潔
で
美
し
い
。
ま
た
「
ひ
ら
ぐ
」
を
「
縦
え
ば
う
す
き
物
の
ち
り
て

ヘ
 
 
へ

光
る
か
た
ち
に
や
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
も
」
見
無
造
作
で
あ
っ
て
、
み
ご

と
に
言
い
得
て
い
る
。

 
棚
条
に
「
ほ
う
ど
レ
と
表
記
さ
れ
て
い
る
語
は
、
今
日
の
「
ポ
ン
ト
」
に
相

当
す
る
語
で
あ
る
。
貞
室
の
こ
ろ
に
は
、
ど
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

 
 
㈲
「
…
…
心
」
と
説
明
さ
れ
た
擬
態
副
詞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
っ
ゆ

 
窩
一
し
か
く
は
 
。
同
じ
く
虫
の
さ
し
て
い
た
む
心
鰍
。
又
熱
湯
に
て
か

 
 
 
ゆ
が
り
を
た
つ
る
や
う
の
こ
と
鰍

 
 
 
 
 
＊
「
同
じ
く
」
は
町
条
の
「
一
し
っ
か
り
は
 
。
毒
虫
な
ど
に
き
、
れ
て
じ
た
む
か
た

 
 
 
 
 
歎
」
を
さ
し
て
言
う
。

 
㎜
一
し
か
ぽ
か
は
 
。
同
じ
く
毒
虫
な
ど
の
さ
し
て
跡
の
ほ
と
ほ
る
心
鰍
。

 
 
 
ほ
と
ほ
る
の
ほ
は
。
火
影
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
、
 
 
 
 
・

 
㎝
一
物
を
曇
り
侍
る
を
・
：
…
。
す
か
と
き
る
は
。
す
か
く
と
き
る
と
い
ふ

 
 
 
こ
こ
ろ
に
や
。
す
か
く
速
の
文
字
鰍
。
は
や
く
き
る
心
成
べ
し
。

 
㍑
一
ぞ
ん
べ
り
ぞ
べ
く
は
。
物
の
つ
や
や
か
な
る
こ
こ
ろ
鰍

 
描
一
ほ
し
く
は
・
・
夜
を
い
ね
ず
し
で
さ
び
し
う
明
し
た
る
心
鰍
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
枷
一
．
ぽ
じ
や
く
も
。
な
よ
な
よ
も
右
に
同
じ
心
鰍

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
＊
「
7
1
一
ぼ
っ
と
・
つ
 
。
や
は
ら
か
に
い
と
お
し
き
か
た
ち
欺
」
を
さ
す
。

 
㎜
一
ほ
や
く
は
 
。
い
か
に
も
や
は
く
の
心
鰍

 
猫
一
も
シ
く
は
 
。
こ
ま
や
か
に
う
、
つ
く
し
き
仮
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
晒
一
べ
っ
た
り
は
。
前
に
同
じ
心
に
て
。
少
も
た
れ
た
る
心
に
い
ふ
に
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
＊
「
6
8
一
へ
・
つ
た
り
は
 
・
ひ
ら
く
座
す
る
同
旨
」
を
き
す
。

 
 
「
ほ
し
く
」
は
浮
世
草
子
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ぴ
っ

た
り
あ
た
る
現
代
語
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
ぽ
じ
や
く
」
は
今
日
の
「
ポ
チ

ャ
ポ
チ
ャ
」
に
あ
た
る
ら
し
い
が
、
私
の
音
感
覚
で
は
、
豪
語
の
ひ
び
き
は
相

応
じ
な
い
。

 
 
「
…
…
心
鰍
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
⑳
は
、
以
上
の
十
二
語
で
あ
る
。
こ
の

‘
申
に
は
、
「
ほ
し
く
」
「
ほ
や
く
」
．
「
も
シ
も
シ
」
の
よ
う
に
、
擬
情
副

詞
の
名
の
妥
当
な
語
も
あ
る
。
た
だ
し
一
方
に
は
、
 
「
す
か
く
」
や
「
ぞ
べ

く
」
の
よ
う
に
、
物
に
つ
い
て
言
ヶ
擬
態
副
詞
も
「
…
…
二
才
」
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
「
心
」
は
「
音
」
や
「
貞
．
」
と
並
ぶ
こ
と
ば
と
と
る
よ
り
も
、
広

く
「
意
味
」
と
い
っ
た
程
度
に
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
 
「
心
」

ど
説
明
さ
れ
た
十
二
語
を
加
え
る
と
、
擬
態
副
詞
は
五
十
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
中
で
、
「
し
か
く
」
「
し
か
ほ
か
」
「
つ
ん
ま
り
」
「
ぼ
つ
こ
．
り
」
「
ぼ
っ
と

り
」
「
わ
ん
ご
り
」
は
、
『
大
日
本
国
語
辞
典
」
に
見
え
て
い
る
が
、
出
典
と

し
て
は
『
か
た
こ
と
」
が
あ
が
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
．
る
。
ま
た
「
ほ
し
く
」

は
『
日
葡
辞
書
」
の
「
ホ
シ
ホ
シ
ト
」
と
は
、
ま
っ
た
く
意
味
が
異
っ
て
い

る
。
別
語
で
あ
ろ
う
。

（ 160）



田

 
『
か
た
こ
と
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
擬
音
・
擬
態
の
耐
寒
は
、
以
上
の

八
十
五
語
で
あ
る
。

 
擬
音
・
擬
・
態
の
副
詞
の
意
義
・
意
味
を
説
く
貞
室
の
文
章
が
、
．
簡
潔
明
断
で

美
し
い
こ
と
は
、
く
り
か
え
し
述
べ
た
。
た
だ
ひ
と
つ
惜
し
ま
れ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
に
文
例
・
燈
船
の
添
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
語
は
本
来
、
文

の
中
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
未
知
の
語
の
意
義
・
意
味
を
、
解
説
だ
け

で
ほ
ん
と
う
に
知
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
修
飾
語
で
あ
る
副
詞
の
ば
あ
い
、

特
に
そ
の
感
が
強
い
。
文
例
・
句
例
が
添
え
ら
れ
て
あ
っ
た
ら
、
こ
の
書
は
擬

音
・
擬
態
副
詞
の
解
説
書
と
し
て
も
、
い
っ
そ
う
優
れ
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。

2

副
詞
の
語
源
・
出
自
を
求
め
た
も
の
・

●

 
言
語
へ
の
関
心
の
強
か
っ
た
貞
室
は
、
語
源
や
語
の
出
自
に
つ
い
て
語
る
こ

と
も
多
い
。
副
詞
に
つ
い
て
語
源
・
語
の
出
自
を
求
め
た
も
の
は
次
の
と
お
り

，
で
、
括
弧
内
の
語
が
彼
が
そ
の
副
詞
の
語
源
・
出
自
と
認
め
る
語
で
あ
る
。

 
4
4
だ
く
ぼ
く
・
だ
く
り
ぼ
く
り
（
啄
木
）
 
翅
き
っ
ぱ
り
（
潔
白
）
．
3
6
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
つ

 
ん
ぎ
り
（
顕
ぎ
り
）
 
㎜
ほ
っ
こ
り
、
（
ほ
は
火
成
べ
し
）
 
捌
く
つ
と
（
軌

 
と
）
・
9
2
ひ
し
と
・
ひ
っ
し
と
（
靡
侍
と
）
 
魏
ふ
っ
と
（
不
図
・
不
斗
・

 
ふ
と

 
与
風
）
 
㈱
ほ
う
ど
（
樒
ど
）
 
槻
ま
う
に
（
猛
・
蒙
・
間
・
舞
か
）
 
5
7

 
、
じ
ゃ
う
に
（
上
か
。
畳
か
）
 
9
1
一
し
き
（
一
式
）
，
鴇
ぶ
ら
り
ハ
不
落

 
離
）
 
、

 
鵬
ぬ
ま
り
・
ぬ
ん
ま
り
（
沼
り
）
 
鵬
や
つ
ば
り
・
や
は
り
・
や
つ
ば
し
（
矢

張
り
）
 
阻
え
て
（
得
手
）

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
』
の
副
詞
語
彙
の
解
説
と
考
察

 
こ
れ
ら
の
語
源
説
に
無
理
な
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
。
こ

こ
に
最
も
強
く
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
 
漢
語
へ
の
傾
斜
で
あ
る
。
 
実
は
貞
室
は

『
か
た
こ
と
』
a
中
で
、
漢
語
の
濫
用
を
き
び
し
く
い
ま
し
め
て
い
る
。
そ
の

貞
室
も
語
源
考
察
と
も
な
る
と
、
こ
の
よ
り
に
、
漢
字
・
漢
語
を
当
て
て
み
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
3
6
条
で
、
「
あ
ざ
や
か
な
る
を
あ
ん
ざ
り
な
ど
㌧
い
ふ
」

と
み
ず
か
ら
述
べ
な
が
ら
、
「
け
ん
ざ
り
」
に
は
「
顕
」
を
あ
て
て
し
ま
う
。

「
あ
ざ
や
か
」
↓
「
あ
ん
ざ
り
」
な
ら
ば
、
・
「
け
ざ
や
か
」
↓
「
け
ん
ざ
り
」

で
あ
る
と
、
そ
の
ま
ま
忙
認
め
る
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
時
代
の
イ
ン
テ
リ
の

宿
命
で
あ
ろ
う
。

 
「
獅
め
っ
た
」
「
謝
ま
ん
ざ
ら
」
「
㎜
本
よ
り
」
の
三
語
に
つ
い
て
は
、
「
出

所
し
ら
ず
」
「
出
所
し
ら
ま
ほ
し
」
と
、
語
源
追
求
の
志
を
述
べ
る
に
と
ど
ま

る
。
た
だ
し
「
ま
ん
ぎ
ら
」
に
つ
い
て
は
鵬
条
で
は
「
満
更
」
を
当
て
て
、
湯

桶
こ
と
ば
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

 
副
詞
に
か
ぎ
ら
ず
、
語
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
貞
室
の

言
語
考
察
力
も
、
こ
の
方
面
に
は
さ
し
で
生
彩
を
放
た
ず
、
こ
じ
つ
け
と
見
る

べ
き
考
察
も
多
い
。
た
だ
し
貞
室
は
自
説
を
固
執
せ
ず
、
た
と
え
ば
「
き
つ
ば

り
」
の
出
自
を
「
潔
白
」
に
求
め
な
が
ら
も
、
「
国
別
の
旨
意
」
と
言
を
添
え

て
い
る
。3

発
音
・
用
語
用
法
な
ど
の
昆
非
を
論
じ
た
も
の

 
副
詞
諸
語
の
是
非
を
論
じ
た
も
の
で
は
、
「
非
」
の
判
断
の
も
の
が
圧
倒
的

に
多
い
。
『
か
鞄
こ
と
』
著
述
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ほ
め
こ
と
ば
が
見
え
る
の
は
、
5
9
条
と
㈱
条
だ
け
で
窃
る
。
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O

 
5
9
条
で
は
、
ぬ
れ
そ
ぼ
つ
様
の
擬
態
語
と
し
て
「
じ
ぼ
く
」
「
じ
つ
ぼ
り
」

を
斥
け
て
、
「
し
ほ
く
」
「
し
ょ
ぼ
く
」
「
し
つ
ぼ
り
」
を
「
よ
ろ
し
」

と
評
し
で
い
る
。
こ
れ
は
「
濁
れ
る
こ
と
葉
は
い
や
し
う
聞
え
。
す
め
る
は
や

さ
し
う
お
ぼ
え
侍
る
な
り
（
0
4
7
）
」
と
い
う
考
え
に
基
い
て
い
る
。
ま
た
細
辛
で

は
、
「
ち
ん
ぼ
り
」
「
ち
ょ
ぼ
く
」
「
ち
ぼ
く
」
を
、
「
や
さ
し
う
聞
え

侍
る
」
と
評
し
、
「
ち
よ
こ
7
＼
」
 
（
小
足
に
歩
む
さ
ま
）
を
「
し
ほ
ち
し
き

こ
と
葉
」
と
評
し
て
い
る
σ
い
ず
れ
も
そ
の
語
の
骨
相
を
よ
し
と
し
て
の
批
評

で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
「
苦
し
が
る
ま
じ
き
鰍
」
と
い
う
評
も
数
ケ
所
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は

消
極
的
肯
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
評
を
受
け
て
い
る
の
は
、
 
5
8
条
の
「
ま
っ
と

（
今
調
度
）
」
「
も
っ
と
（
そ
つ
・
と
）
」
、
5
9
条
の
「
し
ょ
ぼ
く
さ
」
、
9
9
条
の
「
あ

ち
ら
こ
ち
ら
（
あ
ち
こ
ち
）
」
、
そ
し
て
4
5
条
の
「
よ
け
（
余
慶
）
」
で
あ
る
。
「
ま

っ
と
」
に
つ
い
て
は
「
略
語
な
れ
ば
。
く
る
し
か
る
ま
じ
き
鰍
」
と
言
う
。
ま

た
「
し
ょ
ぼ
く
さ
」
の
「
草
」
は
こ
と
葉
の
縁
だ
か
ら
差
支
え
あ
る
ま
い
と
言

い
、
「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
」
に
つ
い
て
は
、
「
ら
は
洋
字
な
れ
ば
く
る
し
か
る
ま

レ
き
鰍
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
さ
ま
み
＼
に
理
由
づ
け
を
し
て
、
新

語
を
認
め
よ
う
と
す
る
心
意
が
窺
わ
れ
る
。
鵬
条
の
「
ま
れ
か
（
稀
な
る
）
し

に
は
評
語
は
な
い
が
、
 
「
か
」
、
を
付
字
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
 
「
く
る
し
か

る
ま
じ
き
」
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
4
5
条
で
「
よ
け
（
余
慶
）
」
を
「
苦

し
か
ら
ざ
る
鰍
」
と
す
る
判
断
の
基
準
は
明
ち
か
で
な
い
。

 
非
と
す
る
判
定
は
「
あ
し
4
1
拠
」
 
「
わ
う
し
鵬
㎜
」
 
「
中
言
7
7
」
 
「
僻
心

．
得
㈱
」
 
「
い
や
し
き
こ
と
葉
下
窩
」
 
「
浅
ま
し
き
俗
語
5
3
」
な
ど
の
語
を
も
つ
'

て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
…
…
と
い
ふ
べ
き
を
…
…
は
如
何
」
の
類
の
評
が

し
ば
ノ
＼
現
れ
る
が
、
こ
れ
も
否
定
的
批
判
の
妙
曲
表
現
で
あ
る
こ
が
多
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
こ
ハ
こ
ハ

「
い
ら
ざ
る
こ
と
m
」
「
強
強
し
き
な
り
3
3
」
む
否
定
的
評
語
で
あ
る
。

 
否
定
的
評
語
を
最
も
多
く
下
し
て
い
惹
の
は
発
音
面
で
、
な
か
で
も
促
音
挿

入
の
副
詞
と
濁
音
挿
入
の
副
詞
と
が
多
く
あ
が
っ
て
い
る
。
 
「
つ
ま
る
」
i

す
な
わ
ち
促
音
挿
入
を
好
ま
し
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
副
詞
は
次
の
諸
語
で
あ

る
。 

2
6
い
っ
ち
．
赤
い
つ
つ
も
 
脳
か
つ
っ
て
（
曽
而
）
 
2
5
脳
さ
づ
き
に
（
先

 
に
）
 
5
3
ぜ
つ
び
（
是
非
）
2
4
た
っ
た
（
唯
）
 
1
0
2
8
な
つ
か
な
か
・
な
か

 
な
つ
か
 
2
7
ひ
つ
と
つ
 
盟
む
つ
さ
・
む
つ
た
（
無
左
）
 
8
0
と
つ
く
と
（
疾

 
と
）
 
9
2
ひ
っ
し
と
（
ひ
し
と
）
 
娚
ふ
っ
と
 
5
1
ひ
っ
た
物

 
こ
の
よ
う
な
促
音
挿
入
に
つ
い
て
は
、
2
8
条
に
「
…
…
但
う
へ
よ
り
云
つ
づ

け
。
善
い
き
ほ
ひ
か
㌧
り
て
い
ふ
時
は
。
く
る
し
か
ら
じ
と
い
へ
ど
も
。
い
は

ぬ
に
は
し
か
じ
。
殊
に
物
に
書
つ
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」
と
も
言
う
。
語
勢

話
勢
①
上
で
、
と
き
に
促
音
の
挿
入
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
し
な
が
ら
も
、
安
易

に
そ
れ
に
な
ず
む
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
ま
た
文
章
語
と
し
て
は
許
容
し

が
た
い
と
言
う
。
穏
当
な
意
見
で
あ
る
。

 
促
音
挿
入
と
と
も
に
凶
音
挿
入
も
「
如
何
」
「
い
ら
ざ
る
こ
と
」
「
わ
う
し
」

な
ど
と
否
定
さ
れ
る
。

 
m
あ
ん
ま
り
（
あ
ま
り
）
 
騰
い
ん
ぜ
ん
（
以
前
）
，
，
脚
か
ん
ま
い
て
・
か

 
ん
ま
へ
て
（
構
而
）
 
9
6
ぎ
ん
ぎ
だ
う
だ
ん
（
魏
ぐ
堂
ぐ
）
 
m
し
ん
ぜ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

 
（
自
然
）
 
2
4
た
ん
だ
（
唯
）
 
皿
た
ん
び
こ
づ
と
（
度
毎
）
 
旧
で
け
し

 
ん
だ
い
（
出
来
次
第
）
 
9
0
ふ
ん
だ
ん
（
不
断
）
 
獅
や
ん
が
て
（
頓
而
）

 
副
詞
修
飾
は
、
本
来
強
調
強
意
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
話

こ
と
ば
の
副
詞
に
促
音
や
雛
音
が
挿
入
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
、
自
然
の
勢
い

で
も
あ
る
。
が
、
こ
と
ば
の
純
正
を
尚
ぶ
貞
室
が
、
自
然
の
勢
い
に
流
さ
れ
る
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こ
と
を
い
ま
し
め
る
の
も
ま
た
理
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
貞
室
は
ま
た
「
濁

る
は
あ
し
か
る
べ
し
（
4
4
）
」
と
濁
音
化
を
も
嫌
っ
た
。

 
鯉
じ
と
く
 
5
9
じ
ぼ
く
・
じ
つ
ぼ
り
（
し
ほ
く
・
し
つ
ぼ
り
）
 
眼

 
ず
か
く
・
ず
か
・
ず
つ
か
（
す
か
く
）
 
4
4
だ
く
り
ぼ
く
り
・
だ
く
ぼ

 
く
、
（
啄
木
の
文
字
に
や
。
然
ら
ば
。
た
も
し
を
清
べ
き
こ
と
な
り
）
 
血
ぶ

 
し
ノ
＼
（
ふ
し
ぐ
）
 
脳
ざ
つ
ば
（
さ
つ
ば
と
）

 
促
音
揆
音
の
挿
入
・
濁
音
化
以
外
に
も
、
貞
室
が
『
か
た
こ
と
」
と
す
る
も

の
は
、
次
の
よ
う
に
さ
ま
ぐ
あ
る
。
傍
点
は
筆
者
の
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
和
せ
ん
ど
う
（
先
度
）
．
 
騰
い
ん
ぜ
（
以
前
）
 
僻
ま
ん
べ
（
満
遍
）
 
脚

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
な
じ
よ
に
（
な
ぜ
に
）
 
脳
し
ゃ
つ
ぱ
（
さ
つ
ば
）
 
晒
じ
つ
ば
り
・
し
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
 
へ

 
わ
り
（
し
ゃ
つ
ば
り
）
 
即
し
団
う
（
種
々
）
 
囲
た
い
ら
く
（
大
略
）

 
 
 
ヘ
 
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
獅
や
か
て
（
頓
而
）
 
旧
で
け
し
ん
だ
い
（
出
来
次
第
）

 
こ
れ
ぢ
は
、
そ
の
き
こ
え
か
ら
言
え
ば
、
長
音
化
・
短
音
化
・
拗
音
化
・
直

音
化
・
清
音
化
な
ど
の
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

 
一
方
、
次
の
よ
う
な
語
も
、
 
「
如
何
」
 
「
い
や
し
き
こ
と
ば
」
 
「
僻
言
」
な

ど
と
評
さ
れ
て
い
る
。

 
脳
あ
く
ふ
く
（
飽
迄
）
 
蹴
を
つ
と
せ
で
・
を
つ
と
し
か
ひ
で
・
を
つ
と
も

 
せ
ひ
で
（
音
も
せ
ひ
で
）
 
鵬
ぐ
つ
ち
や
り
 
躍
ご
つ
ち
や
．
こ
ち
ゃ
く
ち

 
や
・
む
た
・
く
た
・
む
た
か
は
（
無
量
と
）
 
8
9
さ
ん
ぜ
じ
ゃ
う
じ
ゆ
（
常
住
）

 
枷
し
く
ほ
く
（
し
く
く
）
 
7
7
そ
く
り
ば
く
ゆ
（
そ
こ
ば
く
）
 
鵬
つ
ん

 
ま
り
（
つ
ゴ
ま
や
か
な
る
）
 
鰯
ぬ
ん
ま
り
・
ぬ
ま
り
（
ぬ
ま
め
く
）
 
㎜

 
ぬ
ん
め
り
（
滑
か
な
る
）
 
搦
㎜
ど
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
 
㎜
と
や
く
や
 
脚
よ
つ
」

．
ぴ
と
い
（
夜
一
よ
）

、
こ
れ
ら
は
き
こ
え
の
い
や
し
い
俗
語
・
駆
上
と
レ
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
副
詞

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
』
の
副
語
語
彙
の
解
説
と
考
案

で
あ
る
。
さ
き
に
促
音
挿
入
の
語
と
指
摘
し
た
「
ぜ
つ
び
（
是
非
）
」
も
、
そ

の
評
は
「
浅
ま
し
き
俗
語
な
る
べ
し
」
で
あ
る
。
促
音
挿
入
・
影
画
挿
入
・
濁

音
化
な
ど
と
整
理
し
て
き
た
も
の
も
（
貞
室
の
言
語
意
識
に
お
い
て
は
、
す
べ

て
「
僻
言
」
「
あ
さ
ま
し
き
俗
語
」
と
し
て
統
｝
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
棚
条
に
「
ず
ん
ぶ
」
・
「
ず
ぶ
」
を
あ
づ
ま
こ
と
葉
か
と
言
っ
て
い
る
の

も
、
お
そ
ら
く
否
定
的
な
意
向
を
内
に
持
っ
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
貞
室
は
M
条
に
「
を
の
つ
か
ら
」
と
言
う
べ
き
時
に
「
を
の
つ

と
」
と
言
う
の
は
、
「
よ
き
こ
と
葉
と
は
き
こ
え
侍
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
新
語
拒
否
の
心
か
ら
出
て

い
6
の
で
あ
ろ
う
．
両
語
の
出
典
を
求
め
て
み
る
と
、
「
お
の
ず
と
」
は
「
お

の
ず
か
ら
」
ま
り
は
新
し
い
語
の
よ
う
で
あ
る
。
、
貞
室
が
「
を
の
ず
と
」
を
斥

け
る
の
は
、
今
ロ
、
私
な
ど
が
「
わ
り
か
し
パ
割
合
に
）
」
と
い
う
副
詞
に
い
ま

だ
に
な
じ
め
な
い
の
と
同
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
穿
け
く
に
・
け
く
で
か
（
結

句
）
」
 
「
㎜
さ
だ
め
し
（
さ
だ
め
て
）
」
 
「
弼
つ
み
ど
。
つ
み
し
か
ハ
終
に
）
」

「
㎜
根
を
を
し
て
（
底
を
尽
し
て
）
」
「
3
3
と
り
わ
サ
（
と
り
わ
き
）
」
を
「
な

ど
や
ら
ん
聞
あ
し
し
な
ど
と
評
す
る
の
も
、
新
し
い
語
を
斥
け
て
、
括
弧
内
の

古
い
語
を
よ
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
俗
語
・
新
語
の
使
用
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
慎
重
で
あ
っ
た
貞
室
は
ま
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
か
ん
づ
く
べ
ツ
し
て

漢
語
に
も
慎
重
で
あ
る
。
た
と
え
ば
3
3
条
に
は
「
就
中
別
而
な
ど
い
ふ
詞

 
こ
ハ
こ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

は
強
強
し
き
な
り
。
児
少
人
な
ど
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
別
丁
と
い
ふ
を
。
と

り
わ
き
と
。
や
は
ら
げ
て
い
ふ
が
聞
よ
う
侍
る
と
云
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
「
別
而
」
は
漢
語
副
詞
で
あ
る
。
ま
た
「
就
中
」
は
漢
語
で
は
．

な
い
が
、
漢
文
訓
読
語
に
由
来
す
る
副
詞
で
、
漢
語
副
詞
に
準
じ
る
。
副
詞
に

か
ぎ
ら
ず
、
た
と
え
ば
挨
拶
こ
と
ば
に
お
い
て
も
、
み
だ
り
に
漢
語
を
使
用
し
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な
い
よ
う
に
と
の
忠
告
が
1
9
条
・
2
1
条
に
あ
．
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
ほ
ど
に
、
一
般
人
の
日
常
語
に
漢
語
が
多
用
さ
れ
は
じ
め
た
時
代
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
は
発
音
や
用
語
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
が
、
副
詞
の
意
味
・
用
法
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
す
が

つ
い
て
述
べ
た
も
の
も
わ
ず
か
な
が
ら
あ
る
。
た
と
え
ば
9
条
は
「
一
流
石
と

い
ふ
こ
と
葉
の
つ
か
ひ
や
う
有
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
用
法
の
是
非
を
論
じ

て
り
る
。
す
な
わ
ち
貞
室
は
「
さ
す
が
」
を
単
純
な
ほ
め
こ
と
ば
と
．
し
て
用
い

る
の
は
あ
や
ま
り
で
、
今
は
見
劣
り
の
す
惹
も
の
が
、
昔
を
し
の
ば
せ
る
美
を

見
せ
た
時
に
「
さ
す
が
…
…
」
と
ほ
め
る
べ
き
だ
と
説
く
。
ま
た
多
量
を
意
味
・

す
る
．
「
よ
け
い
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
義
は
「
余
慶
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、
多

量
の
意
味
に
の
み
用
い
る
の
は
如
何
か
と
4
5
条
に
言
う
。
意
味
の
推
移
や
意
味

領
域
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
不
寛
容
の
よ
う
で
あ
る
。
1
0
条
で
は

「
な
か
く
」
の
意
味
の
広
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
、
そ
の
根
拠
は
、
源
氏

物
語
翁
忌
の
巻
に
Y
 
「
な
か
く
」
の
用
例
が
い
く
つ
も
出
て
い
る
i
依
る

べ
き
典
拠
が
が
あ
る
一
と
い
う
こ
と
の
よ
ヶ
で
あ
る
。

 
『
か
た
こ
と
」
に
お
け
る
貞
室
の
副
詞
語
彙
の
解
説
と
考
察
の
あ
と
を
た
ど

っ
て
み
た
。
解
説
は
簡
明
で
、
そ
の
論
評
も
語
源
説
の
い
く
ち
か
を
除
い
て
は

穏
正
で
あ
る
。

4

貞
室
の
と
り
あ
げ
た
副
詞
語
彙

 
私
は
ほ
ぼ
二
百
語
の
口
頭
語
の
副
詞
語
彙
が
『
か
た
こ
と
』
の
中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
、
貴
重
に
思
っ
て
．
い
る
。
意
図
し
て
副
詞
語
彙
を
集
め
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
口
頭
語
に
注
目
す
る
時
、
自
然
に
こ
の
よ
う
に
多
く
の
副
詞

を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
常
語
に
お
け
る
用
語
の
推
移
は
湘
副
詞
語

彙
な
ど
に
い
ち
早
く
現
れ
る
の
で
億
あ
る
ま
い
か
。
貞
室
が
乏
り
あ
げ
て
説
き

論
じ
て
い
る
副
詞
諸
語
は
、
 
彼
が
そ
の
文
章
の
中
に
便
用
し
て
い
る
耐
詞
と

は
、
別
の
層
の
語
で
あ
る
。
「
か
た
こ
と
』
は
、
当
時
の
口
語
副
詞
研
究
i
、

特
に
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
一
の
重
要
な
一
資
料
で
も
あ
る
。

 
貞
室
が
そ
の
意
味
を
説
明
し
た
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
は
さ
き
に
あ
げ
た
が
、

そ
の
ほ
か
に
も
、
次
の
諸
語
が
あ
が
っ
て
い
る
。
 
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
2
・

3
の
項
で
ふ
れ
て
い
る
が
、
ま
と
め
て
こ
こ
に
あ
げ
る
。
）

 
ず
か
く
 
し
ほ
く
 
じ
ぼ
く
 
レ
よ
ぼ
く
 
ち
ぼ
く
層
ち
ょ
ぼ

 
く
 
ご
ち
ゃ
く
ち
や
 
ど
し
ゃ
く
し
や
 
だ
く
ぼ
く
 
む
た
か
は
 
む
た

 
く
た
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
／

 
あ
ん
ぎ
り
け
ん
ざ
り
ち
よ
つ
こ
り
．
き
つ
ば
り
し
つ
ぼ
り
じ
つ
ぼ

 
り
ち
つ
ぼ
り
 
ち
よ
つ
ぼ
り
ち
ん
ぼ
り
・
ち
ん
ま
り
そ
く
り
ば
く
り

 
だ
く
り
ぼ
く
り
 
ぬ
ま
り
 
ぬ
ん
ま
り
 
ぬ
ん
め
り

・
が
は
と
 
か
つ
ば
と
 
く
つ
と
 
ご
つ
と
．
ず
ぶ
と
 
ず
ん
と
 
つ
ん
と

 
す
っ
か
り
と
、
ひ
し
と
 
ひ
っ
し
と

．
し
ょ
ぼ
く
さ
 
さ
つ
ば
 
ざ
つ
ば
 
し
ゃ
つ
ば
 
ず
か
 
ず
つ
か
 
ず
ん
ぶ

 
む
つ
さ
 
む
つ
た
 
 
ご
つ
ち
や

 
こ
れ
ら
．
を
先
の
も
の
に
加
え
、
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
は
一
三
〇
語
で
あ
る
。

そ
の
語
形
式
は
、
「
り
」
語
尾
の
語
が
五
十
八
語
で
最
も
多
く
、
つ
い
で
「
し
く

く
」
や
「
ど
し
ゃ
く
し
ゃ
」
の
よ
う
な
畳
語
形
式
の
語
が
四
十
一
語
あ
る
。
、

「
と
」
語
尾
の
語
は
十
九
語
で
あ
る
。
 
「
に
」
語
尾
は
「
し
と
㌧
に
」
の
一
語

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
章
語
で
あ
ろ
う
。
「
し
ょ
ぼ
く
さ
」
と
、
「
く
さ
」
に
終
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る
一
語
は
、
当
時
の
俗
語
副
詞
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
ほ
が
「
ざ
つ
ば
」

．
「
ず
つ
か
」
の
よ
う
な
も
の
が
十
語
あ
る
が
、
て
れ
ら
は
「
と
」
を
添
え
な
け

れ
ば
修
飾
に
た
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
ら
を
加
え
て
も
「
と
」
語
尾

の
副
詞
は
少
な
い
，

 
『
か
た
こ
と
」
の
と
り
あ
げ
た
擬
音
・
擬
態
の
副
詞
の
音
節
数
は
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
四
音
節
で
、
三
音
節
語
が
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
。
な
お
五
音
節
語
は

「
す
か
す
か
と
」
「
す
っ
か
り
と
」
、
の
二
例
、
六
音
節
語
は
「
そ
く
り
ば
く

り
」
 
「
だ
ぐ
り
ぼ
く
り
」
「
ひ
ら
り
く
」
の
三
例
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
、
の
諸
語
は
、
そ
の
造
語
法
に
お
い
て
も
、
注
目
す
べ
き
も
の
を
見
せ

て
い
る
。
た
と
え
ば
5
9
条
に
は
「
し
ょ
ぼ
く
さ
」
が
あ
が
っ
て
い
る
。
「
ぶ
つ

く
さ
」
な
ど
は
今
日
も
用
い
る
擬
態
副
詞
で
あ
る
が
、
 
「
～
く
さ
」
語
尾
の
副

詞
が
文
献
に
見
え
る
も
の
と
し
て
は
、
『
か
た
こ
と
』
の
「
し
ょ
ぼ
く
さ
」
は

早
い
例
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
「
あ
ん
ざ
り
（
あ
ざ
や
か
）
3
6
」
「
け
ん
ざ
り
（
け
ざ
や
か
）
3
6
」
「
か

ん
ご
り
（
か
ご
や
か
）
間
」
の
諸
語
ば
、
も
と
の
語
と
思
え
る
語
の
第
、
一
音
節

と
第
二
音
節
の
間
に
揆
音
を
置
き
、
第
四
音
節
を
「
り
」
で
と
め
て
副
詞
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
副
詞
這
語
法
は
近
世
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
そ
く
り
ば
く
り
（
若
干
）
7
7
」
や
「
だ
く
り
ぼ
く
り
（
だ
く
ぼ
く
）
4
4
」
の

造
語
も
語
音
形
成
も
、
こ
の
時
期
の
新
し
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
『
か
た
こ
と
』
の
と
り
あ
げ
た
擬
音
擬
態
副
詞
は
、
あ
の
時
代
の
日
常
語
の

実
態
と
、
そ
し
て
そ
の
底
に
あ
惹
民
間
人
の
造
語
活
力
を
し
の
ば
せ
る
。
そ
れ

は
貞
室
の
意
図
し
，
た
外
の
も
の
で
あ
る
が
。

 
「
か
た
こ
と
」
以
前
に
擬
音
擬
態
副
詞
を
多
く
集
め
た
も
の
に
、
異
国
の
宣

教
師
の
手
に
な
る
『
日
葡
辞
書
』
が
あ
る
。
そ
の
語
数
は
『
か
た
こ
と
』
の
ぞ

安
原
貞
室
著
『
か
た
こ
と
』
の
副
語
語
彙
の
解
説
と
考
察

」
れ
よ
り
は
は
る
か
に
多
い
。
こ
こ
ろ
み
に
『
か
た
こ
と
」
の
と
り
あ
げ
た
擬
音

擬
態
副
詞
ど
、
．
『
日
葡
辞
書
』
の
そ
れ
と
、
そ
し
て
現
代
語
の
擬
音
擬
態
副
詞
を

集
め
た
天
沼
寧
氏
編
の
『
擬
音
語
・
擬
態
語
辞
典
」
の
中
の
語
老
を
比
較
レ
て

み
た
。
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
三
書
は
そ
れ
み
＼
編
著
の
意
図
も
規
模

も
異
な
る
の
で
、
比
較
の
結
果
は
あ
く
衷
で
参
考
程
度
の
資
料
に
す
ぎ
な
い
。

 
 
一
三
潔
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ
る
擬
音
擬
態
の
副
詞
一

 
 
 
 
語
の
右
肩
に
×
印
の
あ
る
の
は
、
同
一
語
形
で
は
あ
る
が
、
語
意
σ
異
な
る
も
の
、
異
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ノ

 
 
 
 
っ
て
い
6
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
又
、
（
日
）
は
『
日
葡
辞
書
』
の
略
号
、
（
天
）
は
天
沼
．
寧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

 
 
 
 
氏
の
『
擬
音
語
擬
態
語
辞
典
』
の
略
号
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
が
だ
く
 
こ
と
く
、
し
と
く
（
⑧
の
み
別
意
）
 
し
ほ
く
（
㊥
と

 
㊧
と
は
同
意
）
 
ひ
ら
ノ
＼
 
に
っ
こ
り
 
べ
っ
た
り
（
⑭
の
み
別
意
）

 
し
く
し
く
と
 
ち
ょ
ん
と
（
九
語
）

 
 
 
『
日
葡
辞
書
に
あ
が
っ
て
い
る
語
は
、
「
が
た
く
と
」
の
よ
う
に
、
．
す

 
 
べ
て
「
と
」
語
尾
で
あ
る
。
『
か
た
こ
と
』
で
は
「
と
」
の
つ
か
な
い
形

 
 
で
あ
が
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
両
者
を
同
語
-
同
系
語
1
と

 
 
し
て
扱
っ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

 
 
「
眉
葡
轡
』
に
佑
『
か
た
こ
と
』
に
も
見
え
て
い
る
擬
音
擬
態
副
圃

 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ど
し
ゃ
く
し
や
（
⑧
は
ど
さ
ぐ
さ
）
 
ち
ぼ
ち
ぼ
 
ひ
ら
り
く
 
へ
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
り
が
は
と
・
か
つ
ば
と
．
く
つ
と
さ
つ
ば
す
か
と
す
か
ノ
＼
と

 
ひ
し
と
 
ひ
つ
レ
と
 
ふ
っ
と
 
む
つ
た
（
十
四
語
）

天
沼
寧
氏
編
『
擬
音
語
・
擬
態
語
辞
典
』
に
も
「
か
た
こ
と
』
に
も

見
え
て
い
る
擬
音
擬
態
の
副
詞

か
た
く
 
ご
と
ノ
、
 
じ
と
ノ
＼

 
 
 
 
 
 
 

し
ょ
ぼ
く
 
ず
か
く

ち
よ
こ
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く
 
ち
よ
ば
く
 
ど
や
く
 
な
よ
く
 
び
ら
く
 
べ
ら
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

'
へ
ら
く
め
ら
く
が
っ
た
り
き
っ
ぱ
り
．
し
つ
ぼ
り
ず
っ
し
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ち
ん
ま
り
 
ど
っ
し
り
 
ぶ
ら
り
 
つ
ん
と
'
（
以
上
二
十
一
語
）

！

 
他
の
二
書
に
も
見
え
て
い
る
の
は
、
以
上
の
四
十
四
語
で
あ
る
。
 
『
か
た
こ

と
」
に
は
、
こ
れ
以
外
に
八
十
六
語
の
擬
音
擬
態
副
詞
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
他
の
二
書
に
も
見
え
る
も
の
よ
り
は
、
見
え
な
い
も
の
の
ほ
う
が
は
る

か
に
多
い
の
は
、
擬
音
擬
態
の
副
詞
に
寿
命
の
短
い
語
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
『
か
た
こ
と
』
の
と
り
あ
げ
て
い
る
擬
音
擬
態
の
副
詞
に
、
が
な
り

特
異
な
も
の
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
他
の
二
書
と
共
有
す
る
擬
音
擬
態
副
詞
の
数
は
、
 
『
日
葡
辞
書
」
に
よ
り

も
、
天
沼
氏
の
『
擬
音
語
・
擬
態
語
辞
典
』
に
多
い
。
 
『
日
葡
辞
書
』
の
時

代
と
の
隔
り
は
五
十
年
に
足
ら
ず
、
現
代
と
の
隔
り
は
三
百
年
を
超
え
て
い
る

の
に
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
見
ら
れ
る
の
は
面
白
い
。
編
著
の
意
図
も
方
法
も

異
な
る
三
三
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
『
か
た
こ

と
』
は
擬
音
擬
態
副
詞
の
語
史
・
語
彙
史
研
究
に
も
、
さ
ら
に
活
用
さ
れ
て
よ

い
書
で
あ
ろ
う
。

 
著
者
貞
室
の
意
図
し
た
よ
う
に
馬
ま
た
そ
の
意
図
を
越
え
て
、
『
か
た
こ
と
』

は
日
本
語
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
ゐ
 
『
か
た
こ
と
』
を
読
む
こ

と
を
お
奨
め
く
だ
さ
っ
た
白
木
先
生
に
感
謝
申
上
げ
る
。

、

‘
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