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げ
ろ
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解
釈
論

1
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返
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い
と
古
め
き
た
り
」
 
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
一

森

田

兼

吉
．

［

 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
十
月
の
記
事
と
し
て
、
道

綱
母
と
塗
家
と
の
贈
答
歌
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
結
婚
は
そ

の
年
の
秋
七
月
か
八
月
か
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
新
婚
早
々
の
頃
で
あ
っ
た
。
以

下
本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
傍
線
は
筆
者
が
施
し
た
。

 
 
 
か
く
て
、
十
月
に
な
り
ぬ
。
こ
こ
に
物
忌
な
る
ほ
ど
を
、
心
も
と
な
げ

 
 
に
い
ひ
つ
つ
、

 
 
 
 
な
げ
き
つ
つ
か
へ
す
衣
の
露
け
き
に
い
と
ど
空
さ
へ
し
ぐ
れ
そ
ふ
ら

 
 
 
 
む

 
 
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
。

 
 
 
 
思
ひ
あ
ら
ば
干
な
ま
し
も
の
を
い
か
で
か
は
か
へ
す
衣
の
た
れ
も
濡

 
 
 
 
る
ら
む

 
 
と
あ
る
ほ
ど
に
（
わ
が
た
の
も
し
き
人
、
陸
奥
国
へ
出
で
立
ち
ぬ
。

 
傍
線
部
分
の
解
釈
は
、
た
ど
え
ば
『
全
集
」
の
・
「
返
事
1
そ
れ
は
、
ま
っ

た
く
変
わ
り
ば
え
の
し
な
い
返
歌
だ
っ
た
」
と
い
う
現
代
語
訳
で
ほ
と
ん
ど
問
'

題
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
追
綱
母
が
自
作
の
返
歌
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
評

語
を
つ
け
た
の
か
と
な
る
と
、
明
確
で
は
な
い
。
三
綱
母
の
歌
も
そ
れ
を
導
き

出
し
た
兼
家
の
歌
も
、
 
『
古
今
集
」
恋
二
の
小
野
小
町
の
、

 
 
い
と
せ
め
て
恋
し
き
と
き
は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
き
る

に
よ
っ
て
い
る
。
道
綱
母
の
歌
は
、
兼
家
の
よ
っ
た
小
町
の
歌
を
そ
の
ま
ま
使

っ
た
上
に
、
 
「
思
ひ
」
に
「
火
」
を
か
け
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
技

巧
と
こ
の
評
語
と
が
関
係
の
あ
る
こ
と
ま
で
は
確
か
な
の
だ
が
、
小
町
の
歌
に

よ
っ
た
り
、
 
「
思
ひ
」
に
「
火
」
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
、
そ
ん
な
に
古
く

さ
く
、
棟
腐
な
の
だ
ろ
う
か
。
古
歌
に
よ
っ
て
詠
作
す
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と

で
あ
る
。
 
「
思
ひ
」
に
「
火
」
を
か
け
る
の
も
「
古
今
集
」
や
『
後
撰
集
」
の

歌
人
が
好
ん
だ
技
法
で
あ
り
、
常
套
的
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
和
歌
の
約
束
事

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
陳
腐
だ
と
弁
解
す
る

要
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
疑
問
へ
・
の
答
え
と
し
て
、
今
日
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
『
蜻

蛉
日
記
注
解
」
の
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
要
約
し
た
形
の
『
全
集
」
の
説
で
あ
る
。

『
注
解
」
が
こ
の
評
語
を
、
 
「
贈
答
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
時
の
作
者
の
実
感
を

そ
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
、
蜻
蛉
日
記
執
筆
に
当
っ
て
「
思
ひ
あ

ら
ば
」
の
歌
に
作
者
が
加
え
た
評
語
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
一
種
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「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
解
釈
論
一
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
 
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
1



の
注
記
的
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
さ
れ
た
の
は
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
『
注
解
』
は
、
 
「
墨
家
か
ら
「
歎
ぎ
つ
、
」
の
歌
を
も
ら
っ
た
そ

の
折
、
彼
女
は
複
雑
な
胸
中
の
精
一
杯
の
表
現
と
し
て
、
「
思
ひ
あ
ら
ば
』
の

歌
を
返
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
陳
腐
な
言
い
方
で
は
尽
く
せ
な
い
気

持
に
、
む
し
ろ
本
当
に
表
現
し
た
い
自
ら
の
心
の
真
実
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
蜻

蛉
日
記
を
書
き
綴
っ
て
ゆ
く
な
か
で
、
い
ま
や
は
っ
き
り
と
再
認
識
し
た
か
ら

こ
そ
、
自
己
の
返
歌
に
『
い
と
ふ
る
め
き
た
り
」
と
書
き
加
え
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
説
く
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
複
雑
な
胸
中

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
精
一
杯
に
表
現
し
よ
う
と
し

て
歌
っ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
い
尽
ぐ
し
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
歌

か
ら
そ
の
一
端
は
う
か
が
え
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

 
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
歌
で
印
象
的
な
の
は
、
そ
の
素
直
な
詠
み
口
と
、
そ
こ

に
漂
う
甘
さ
で
あ
る
。
物
忌
で
逢
え
な
い
の
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
な
の
に
三
家
は
、
歎
き
、
夜
の
衣
を
裏
返
し
に
着
て
寝
た
ど
い
う
。

小
町
の
歌
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夜
着
を
裏
返
し
て
寝
れ
ば
夢
で
思
う
人

に
逢
え
る
と
い
う
。
せ
め
て
夢
で
で
も
あ
な
た
に
逢
い
た
い
。
そ
れ
を
念
じ
て

裏
返
し
に
着
た
衣
が
じ
か
に
逢
え
な
い
悲
し
み
の
涙
で
濡
れ
、
お
ま
け
に
時
雨

ま
で
が
…
…
と
三
家
は
歌
っ
て
い
ち
の
で
あ
る
。
新
婚
の
夫
の
甘
い
さ
さ
や
き

だ
が
、
ど
こ
ま
で
真
実
か
は
む
ろ
ん
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

女
の
側
か
ら
切
り
返
し
や
す
い
歌
な
の
だ
が
、
こ
の
と
き
道
綱
母
は
そ
う
は
し

な
か
っ
た
。
 
「
思
ひ
あ
ら
ば
干
な
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
上
の
二
野
は
、
 
”
濡

れ
て
る
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
な
た
に
思
い
の
火
が
本
当
に
あ
る

の
？
 
変
ね
え
”
と
い
う
切
り
返
し
を
予
想
さ
せ
る
の
だ
が
、
意
外
に
も
「
い

か
で
か
は
か
へ
す
衣
の
た
れ
も
逼
る
ら
む
」
と
い
ヶ
形
で
歌
は
終
息
す
る
。

「
た
れ
る
」
と
あ
る
以
上
、
道
綱
母
も
兼
家
に
夢
で
逢
い
た
く
て
衣
を
裏
返
し

て
寝
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
衣
が
兼
家
恋
し
さ
の
涙
に
．
濡
れ
た
の
で
あ

る
。
 
。
あ
な
た
に
も
わ
た
く
し
に
も
、
，
思
い
の
火
は
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
は
ず

な
の
に
、
ど
う
し
て
な
の
か
し
ら
？
〃
と
、
妻
も
甘
く
さ
さ
や
き
返
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
三
家
の
自
分
へ
の
愛
を
自
分
の
愛
情
と
同
等
に
評
価
し
、
肯
定
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
特
色
が
あ
る
。
複
雑
な
胸
中
を
精
一
杯
表
現
し

よ
う
と
し
て
尽
く
せ
な
か
っ
た
、
と
い
う
気
配
の
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
歌

の
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。

．
考
え
て
み
れ
ば
、
結
婚
か
ら
道
綱
が
誕
生
す
る
頃
ま
で
の
約
一
年
間
は
、
道

綱
母
に
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
充
実
し
た
愛
の
日
々
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
父
の

陸
奥
国
へ
の
出
立
の
記
事
の
中
に
「
人
は
ま
だ
見
馴
る
と
い
ふ
べ
き
ほ
ど
に
も

．
あ
ら
ず
」
と
書
き
、
町
小
路
の
女
の
零
落
後
昆
家
に
贈
っ
た
長
歌
の
申
で
、
結

婚
当
初
を
回
想
し
て
、
 
「
見
そ
め
し
秋
は
 
言
の
葉
の
 
薄
き
色
に
や
 
う
つ

ろ
ふ
と
，
嘆
き
の
し
た
に
嘆
か
れ
き
」
と
歌
っ
て
は
い
て
も
、
町
小
路
の
女

の
出
現
ま
で
は
、
兼
家
は
作
者
に
誠
実
で
み
っ
た
。
道
綱
の
出
産
前
後
は
「
そ

の
ほ
ど
の
心
ば
へ
は
し
も
、
ね
ん
ご
ろ
な
る
や
う
な
り
け
り
」
と
作
者
も
認
め

て
い
る
。
父
親
寧
は
赴
任
に
際
し
「
君
を
の
み
た
の
む
た
び
」
だ
と
し
て
、
娘

の
こ
之
を
切
々
と
兼
家
に
託
し
、
長
家
も
、

 
 
わ
れ
を
の
み
た
の
む
と
い
へ
ば
ゆ
く
す
ゑ
の
松
の
契
り
も
来
て
こ
そ
は
見

 
 
め

と
い
う
歌
を
贈
り
、
ま
か
せ
て
く
だ
さ
い
と
、
見
え
を
切
ら
ん
ば
か
り
で
あ

る
。
三
家
の
性
格
か
ら
し
て
も
、
父
の
赴
任
前
後
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
新
妻
を

い
た
わ
り
い
つ
く
し
ん
だ
こ
と
は
、
間
違
い
あ
る
ま
い
。
ま
え
『
後
拾
遺
集
」

恋
四
に
は
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
も
見
え
る
。
 
（
『
後
拾
遺
和
歌
集
総
索
引
 
本
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文
・
校
異
・
索
引
・
研
究
』
に
よ
る
）

 
 
 
 
女
の
も
と
に
っ
か
は
し
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
道
摂
政

 
 
わ
が
恋
は
春
の
山
べ
に
つ
け
て
し
を
も
え
い
で
、
君
が
め
に
も
み
え
な
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
二
二
）

 
 
 
 
か
へ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
大
納
言
道
止
母

 
 
春
の
野
に
つ
ぐ
る
お
も
ひ
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
い
つ
れ
を
君
が
も
ゆ
る
と
か

 
 
見
ん
 
 
 
．
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
（
八
二
三
）

 
 
 
 
お
な
じ
女
に
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
 
 
 
入
道
摂
政

 
 
春
日
野
は
な
め
み
な
り
け
り
我
身
こ
そ
と
ぶ
ひ
な
ら
ね
ど
も
え
渡
り
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
二
四
）

 
『
後
拾
遺
集
」
の
中
で
読
め
ば
、
藤
本
一
恵
氏
の
『
後
拾
遺
和
歌
集
全
訳

注
」
の
よ
う
に
「
歌
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
求
婚
、
求
愛
の
歌
の
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
」
と
い
う
の
が
自
然
だ
が
、
風
塵
の
最
初
の
求
婚
の
歌
は
ほ
と
と
ぎ
す

の
頃
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
結
婚
ま
で
に
春
は
含
ま
れ
な
い
。
お
そ
ら
く

は
結
婚
の
翌
年
天
暦
九
年
の
春
の
順
道
で
あ
ろ
う
。
奈
良
の
春
日
大
社
参
詣
の

折
の
詠
で
あ
ろ
う
か
。
各
家
の
熱
愛
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
鼻
嵐
に
愛
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
漁
家
に
は
す
で
に

三
姫
と
い
う
妻
が
あ
り
、
子
ど
も
（
道
隆
）
も
生
ま
れ
て
い
た
。
一
夫
多
妻
の

許
さ
れ
る
社
会
状
況
下
で
は
、
彼
女
が
長
歌
で
詠
じ
た
よ
う
に
、
男
の
変
心
へ

の
不
安
は
常
に
つ
き
ま
と
い
、
幸
福
に
ひ
た
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
漠
然
と
し
た
不
安
で
あ
り
、
当
時
の
女
性
の
ほ
と
ん

ど
誰
し
も
が
経
験
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
と
詠
ん
だ

時
点
で
は
、
ま
だ
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
根
幹
を
な
す
よ
う
な
、
兼
家
へ
の

絶
対
不
信
、
脚
か
げ
ろ
ふ
の
よ
う
に
は
か
な
い
身
の
上
と
い
う
認
識
は
、
成
立
し

て
い
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
歌
で
道
綱
母
は
、
心
の
奥
底
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
不
安
を
表
面
に
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
兼
家
同
様
道
止
母
に
し
た
と
こ

ろ
で
衣
を
返
し
て
寝
た
か
ど
う
か
は
疑
問
な
の
だ
が
、
兼
家
の
こ
と
ば
に
乗
っ

て
み
せ
、
「
甘
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
甘
さ
こ
そ
が
「
返
し
、
い
と

古
め
き
た
ヶ
」
．
と
道
綱
母
に
書
か
せ
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
つ

 
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
は
、
他
の
女
流
日
記
文
学
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
回
想
の
記
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
が
い
つ
の
時
点
で
執
筆
さ
れ
初
め
た

の
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
私
は
中
巻
末
あ
た
り
ま
で
が
衷
ず
書
か
れ
た
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ど
の
説
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
で
「
思
ひ
あ
ら
ば
」

の
贈
答
前
後
は
執
筆
時
か
ら
十
数
年
以
上
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
-

 
 
一
般
に
．
日
記
文
学
の
作
者
が
わ
が
身
の
上
を
綴
ろ
う
と
し
た
と
き
、
回
想
に

．
よ
っ
て
甦
ら
せ
た
出
来
事
は
、
体
験
時
の
も
の
と
は
微
妙
に
、
あ
る
い
は
大
き

く
異
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
記
憶
を
何
度
も
伺
度
も
反
言
し
て
い
ろ

う
ち
に
、
体
験
時
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
も
の
に
変
形
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
し
、
あ
る
部
分
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
形
で
思
い
起
こ
さ
れ
他
の
部
分

は
忘
れ
ら
れ
て
、
体
験
時
の
心
理
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
た
形
で
再
現
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
出
来
事
に
対
す
る
解
釈
が
年
を
経
る
に
従
っ
て
変
化

し
、
そ
れ
で
い
て
、
も
と
か
ら
自
分
は
そ
う
考
え
て
い
た
の
だ
と
、
無
意
識
の

う
ち
に
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
少
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
な
り
忠

実
に
思
い
出
せ
た
と
し
て
も
、
回
想
し
て
い
る
現
在
の
心
理
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
て
は
い
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
記
憶
を
大
き
な
材
料
と
し
て
作
者
は
作
品
を
綴
っ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の

不
安
定
な
資
料
の
申
で
異
質
の
存
在
が
和
歌
で
あ
る
。
和
歌
は
歌
反
故
な
ど
の

、
形
で
保
存
さ
れ
る
機
会
は
多
い
し
、
和
歌
を
大
切
に
す
る
当
時
の
人
達
は
自
作

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
解
釈
論
1
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
 
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
1
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の
歌
を
よ
く
覚
え
て
，
若
い
た
。
そ
し
て
和
歌
は
、
そ
の
和
歌
そ
れ
自
体
だ
け
に

つ
い
て
い
う
限
り
、
た
と
い
一
、
二
字
の
字
句
が
誤
っ
て
再
生
さ
れ
た
と
し
て

も
、
詠
ま
れ
た
と
き
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
も
執

筆
時
の
作
者
の
心
理
に
よ
っ
て
も
、
変
形
さ
れ
た
り
、
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
石
原
昭
平
氏
は
「
…
…

作
品
執
筆
の
核
と
な
る
和
歌
こ
そ
は
、
ま
ぎ
れ
主
な
い
往
時
の
生
々
し
い
感
情

体
験
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
和
歌
を
軸
と
し
て
そ
の

詠
ま
れ
た
前
後
の
出
来
事
が
回
想
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
回
想

さ
れ
た
も
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、
体
験
時
現
在
の
も
の
と
は
違
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
時
に
は
、
和
歌
の
詠
作
時
と
は
異
る
時
点
の
も
の
が

回
想
さ
れ
、
誤
っ
て
和
歌
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
、
な
い
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
『
更
級
日
記
」
の
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

同
じ
く
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
っ
て
掲
げ
る
。

 
 
こ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
谷
の
方
な
る
木
の
上
に
、
ぼ
と
と
ぎ
す
、
か
し
が

 
 
ま
し
く
鳴
い
た
り
。

 
 
 
 
都
に
は
待
つ
ら
む
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
日
ね
も
す
に
鳴
き
く
ら

 
 
 
 
す
か
な

 
 
な
ど
の
み
が
め
つ
2
も
ろ
と
も
に
あ
る
人
、
 
「
た
だ
い
ま
京
に
も
聞
き

 
 
た
ら
む
人
あ
ら
む
や
。
か
く
て
な
が
む
ら
む
と
は
思
ひ
お
こ
す
る
人
あ
ら
，

 
 
む
や
」
な
ど
い
ひ
て
、
 
 
 
-

 
 
 
 
山
ふ
か
く
た
れ
か
思
ひ
は
お
こ
す
べ
き
月
見
る
人
は
多
か
ら
め
ど
も

 
 
と
い
へ
ば
、

 
 
 
 
深
き
夜
に
月
見
る
を
り
は
知
ら
ね
ど
も
ま
つ
山
里
ぞ
お
も
ひ
や
ら
る

 
 
 
 
る

 
孝
標
女
十
八
歳
の
頃
の
東
山
で
の
日
々
の
一
場
面
で
あ
る
が
、
月
の
な
い
つ

ご
も
り
の
日
と
、
後
半
の
月
夜
を
思
わ
せ
る
歌
と
が
合
わ
な
い
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
作
者
が
東
山
へ
移
っ
た
の
は
「
四
月
つ
ご
も
り
が
た
」
だ
と
い

い
、
 
「
都
に
は
」
の
歌
は
そ
の
内
容
か
ら
都
で
は
ま
だ
ほ
と
と
ぎ
す
が
忍
び
音

に
し
か
鳴
か
な
い
四
月
の
内
の
も
の
と
知
ら
れ
、
 
「
つ
ご
も
り
の
日
」
を
疑
っ

た
と
し
て
も
、
と
う
て
い
月
の
美
し
い
頃
の
詠
と
は
信
じ
が
た
い
。
後
の
二
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

の
歌
の
月
を
実
景
と
見
な
い
で
解
そ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
「
都

に
は
」
の
歌
と
他
の
二
首
と
は
も
と
も
と
は
詠
ま
れ
た
日
を
異
に
す
る
も
の
だ

っ
た
の
が
、
誤
っ
て
同
日
の
も
の
と
し
て
回
想
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
日
記
文
学
の
場
合
、
和
歌
と
そ
の
詠
作
事
情
を
伝
え
る
文
章
と
の
間
に

は
作
者
の
意
識
し
て
い
な
い
ず
れ
も
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

 
回
想
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
生
の
軌
跡
を
綴
る
と
き
、
も
う
｝
つ
興
味
深
い

こ
と
は
、
馳
い
つ
も
そ
こ
に
二
人
の
自
分
が
存
在
し
て
い
る
と
い
ラ
事
実
で
あ

る
。
回
想
に
よ
っ
て
甦
っ
た
場
面
で
の
自
分
は
、
そ
の
場
そ
の
場
に
精
一
杯
対

処
し
て
い
る
自
分
で
あ
り
、
未
来
の
こ
と
は
む
ろ
ん
知
り
う
る
は
ず
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
過
去
の
一
コ
マ
ー
コ
マ
を
回
想
し
、
綴
っ
て
い
る
自
分
は
、
過
去

の
あ
の
状
況
の
中
の
自
分
に
容
易
に
同
化
し
、
感
情
に
ひ
た
り
き
る
こ
と
が
で

き
る
一
方
、
そ
の
先
が
ど
う
な
る
か
が
は
っ
き
り
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
、
覚

め
た
目
の
持
主
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」

に
立
ち
返
っ
て
い
え
ば
、
 
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
を
詠
ん
だ
道
綱
母
は
と
に
も
か
く

に
も
書
家
の
愛
を
信
じ
よ
う
と
し
、
甘
え
て
も
い
る
。
一
方
、
そ
の
歌
を
作
晶

の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
る
三
綱
母
は
、
す
で
に
兼
家
の
心
変
わ
り
を
見

て
し
ま
っ
て
い
る
コ
あ
の
と
き
兼
家
に
甘
え
て
い
た
自
分
が
そ
の
書
味
わ
わ
さ

れ
る
は
ず
の
苦
悩
を
す
で
に
十
分
に
な
め
尽
く
し
て
い
る
。
あ
の
頃
の
道
綱
母
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は
「
な
げ
き
つ
つ
か
へ
す
衣
の
」
と
い
う
兼
家
の
歌
に
素
直
に
「
思
ひ
あ
ら

ば
」
と
返
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
執
筆
時
の
道
綱
母
に
は
兼
家
の
歌
が
ま

ず
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
歌
は
厳
然
と

そ
こ
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
「
返
し
、
い
と
挿
め
き
た
り
」
と
い
う
注
記
が
必

要
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
の
返
歌
は
常
套
的
な
古
い
技
法
に
そ
の

ま
ま
よ
り
か
か
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
Y
形
式
的
な
歌
で
あ
り
、
自
分
の
心
の

真
底
な
ど
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
i
お
そ
ら
く
、
道
亡

母
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
女
の
歌
が
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
兼
家
の
「
な
げ
き
つ
つ
」
の
前
言
も
、
き
わ
め
て

「
古
め
き
」
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
嘆
き
・
衣
を
裏
返
し
て
寝
る
・

露
け
き
（
涙
に
濡
れ
る
衣
）
・
時
雨
。
兼
家
の
歌
が
常
套
句
・
類
型
だ
け
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
、
と
な
れ
ば
そ
こ
に
は
真
情

な
ど
詠
み
込
ま
れ
て
は
い
な
い
の
だ
、
と
道
綱
母
は
説
き
明
か
し
て
み
せ
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
は
、
執
筆
時
現
在
の
道

綱
母
の
心
情
と
は
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
贈
答
を
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
の
世
界
に
組
み
込
む
た
め
に
、
必
須
で
、
し
か
も
効
果
的
な
注

記
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

 
求
婚
か
ら
結
婚
の
成
立
ま
で
の
数
早
月
の
問
の
贈
答
歌
が
、
結
婚
成
立
三
日

め
の
も
の
ま
で
も
含
の
て
十
四
首
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
町
小
路
の
女

の
出
現
以
前
、
結
婚
成
立
後
翌
年
八
月
ま
で
お
よ
そ
一
年
間
の
贈
答
歌
は
十
一

首
し
か
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
ば
い
な
い
。
そ
の
中
に
は
藁
家
と
倫
寧
の
贈
答

歌
一
組
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
作
者
と
兼
家
の
贈
答
は
九
首
、
作
者
の
歌
だ

け
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
三
回
あ
る
か
ら
、
歌
の
贈
答
の
行
わ
れ
た
の
は

六
場
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
少
な
い
数
字
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
結
婚
当
初
の
兼
家
が
ま
だ
誠
実
で
あ
っ
た
し
あ
わ
せ
の
一
年
間
の
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
3
）

歌
の
贈
答
が
こ
れ
ほ
ど
少
な
い
は
ず
は
な
い
。
守
屋
省
吾
氏
は
、
 
「
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
』
上
巻
の
素
材
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
遵
奉
の
要
請
に
よ
っ
て
成
立

し
た
「
道
綱
母
集
」
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
・
そ
の
『
道
綱
母
集
」
に
は
、
結

婚
後
一
年
間
の
歌
が
、
前
掲
の
『
後
拾
遺
集
」
八
二
二
～
八
二
四
を
も
含
め
て

か
な
り
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
げ
ろ
ふ
の
よ
う
な

あ
る
か
な
き
か
の
は
か
な
い
身
の
上
を
描
く
の
に
、
こ
の
時
期
の
歌
を
そ
う
多

く
収
録
す
る
意
味
は
な
い
。
か
な
り
の
部
分
が
あ
え
て
捨
て
さ
ら
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
記
さ
れ
て
い
る
歌
も
「
な
で
し
こ
の
花
に
ぞ
露
は
た
ま
ら

ざ
り
け
る
」
 
「
消
え
か
へ
り
露
も
ま
だ
エ
ー
ぬ
袖
の
上
」
 
「
な
ほ
た
の
め
と
や
も

る
を
み
る
み
る
」
「
横
川
の
水
に
降
る
雪
も
わ
が
ご
と
消
え
て
も
の
は
思
は
じ
」

と
、
不
安
や
悲
し
み
を
う
っ
た
え
る
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
き
わ
め
て
類
型
的

な
も
の
ば
か
り
な
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
兼
家
へ
の
愛
を
甘
く

歌
っ
た
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
歌
を
、
注
記
を
書
き
入
れ
な
が
ら
で
も
採
っ
た
の

は
興
味
深
い
。

 
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
上
巻
に
、
幸
福
の
記
と
で
も
い
い
鞄
い
明
る
い
記

事
や
三
家
と
の
愛
情
の
交
歓
を
語
る
記
事
の
か
な
り
存
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し

ば
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
原
資
料
を
取
捨
選
択
し
て
日
記

を
執
筆
す
る
際
、
原
資
料
が
棄
却
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
完
全
に
は
拭
い
さ
れ
な

 
 
 
 
 
 
（
4
）

い
ま
ま
に
残
存
し
た
も
の
か
、
 
『
命
綱
母
集
」
の
草
稿
が
上
巻
の
構
成
執
筆
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

骨
核
的
存
在
と
し
て
包
摂
さ
れ
た
た
め
の
現
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
い
は
、

幸
福
な
事
象
が
「
蜻
蛉
日
記
の
中
に
位
置
を
占
め
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
そ
の
素

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
解
釈
論
一
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
 
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
1
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！

材
的
体
験
に
立
ち
向
か
う
作
者
の
厳
し
い
姿
勢
に
よ
っ
て
鋳
直
さ
れ
、
か
え
っ

て
彼
女
の
は
か
な
い
身
の
上
を
い
っ
そ
う
具
体
化
す
る
」
と
い
う
、
一
種
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

学
的
な
営
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
な
の
か
。
そ
の
一
々
に
つ
い
て
詳

し
く
考
察
し
て
い
く
い
と
ま
は
今
は
な
い
が
、
．
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
、
日
記
執
筆
に
際
し
、
当
然
素
材
の
取
捨
選
択
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
作
者
が
幸
福
な
過
去
の
生
活
の
思
い
出
に
は
寛
容
で
あ
り
、
そ
れ
を
積
極

，
的
に
作
品
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
町
小
路
の
女
の
零
落
の
記
事
、

 
の
後
に
そ
れ
ま
で
の
日
々
の
縮
約
的
な
長
歌
の
贈
答
が
あ
る
。
そ
の
後
、
日
本

古
典
文
学
全
集
の
十
三
節
以
降
に
つ
い
て
こ
う
し
た
幸
福
の
記
事
を
掲
げ
、
そ

の
記
事
の
分
量
を
全
集
本
の
無
数
で
示
し
て
み
よ
う
。

章
明
親
王
と
の
交
歓

兼
家
の
発
病
と
兼
家
邸
へ
の
見
舞

、
賀
茂
の
祭
と
あ
や
め
の
節
会
見
物
．
「

登
子
と
の
和
歌
の
贈
答

初
瀬
詣
の
帰
途
宇
治
で
兼
家
が
出
迎
え
る

六七二八一
一八三三六そiそ」了そ二了そ＝了そテ

 
こ
の
他
に
母
の
死
に
臨
ん
で
の
兼
家
の
思
い
や
り
を
示
す
記
事
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
長
い
母
の
死
に
か
か
わ
る
記
事
（
一
二
二
行
）
の
一
部
に
良
家
の

思
い
や
り
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
行
瀬
は
数
え
に
く
《
、
-
一
応
こ
こ
で
は
除
外

し
た
。
ま
た
行
数
は
全
集
本
の
節
を
単
位
と
し
て
数
え
た
の
で
、
最
後
の
項
の
，

宇
治
で
の
出
迎
え
の
段
の
量
な
ど
若
干
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
目
安
と
し
て
は
こ

れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
母
の
死
を
除
い
て
も
都
合
三
六
一
行
。
十
三
節
か
ら
の

上
巻
の
行
数
は
七
五
五
行
（
上
巻
全
体
で
は
一
二
二
〇
行
）
・
で
あ
る
か
ら
、
明

る
い
記
事
、
幸
福
な
記
事
が
い
か
に
多
い
か
が
わ
か
る
。
こ
れ
だ
け
の
記
事

が
、
原
資
料
に
あ
っ
た
か
ら
と
か
、
完
全
に
拭
い
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
存
し
た

と
か
い
っ
た
消
極
的
な
姿
勢
で
書
か
れ
た
と
は
信
じ
が
た
い
の
で
あ
る
。
で

は
、
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
、
は
か
な
い
身
の
上
を
い
っ
そ

う
具
体
化
さ
せ
、
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
の
文
学
的
営
為
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
明
る
い
記
事
の
量
が
多
く
、
不
幸
な
身
の

上
を
う
っ
た
え
る
記
事
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
逸
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
者
が
そ
の
一
つ
一
つ
の
回
想
を
之

て
も
大
切
に
し
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
を
描

く
に
は
不
適
当
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の

な
い
日
々
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
捨
て
去
る
に
は
し
の
び
が
た
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
主
題
よ
り
も
そ
う
し
た
日
々
の
回
想
の
方
を
大
切
に
し
て
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
は
書
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
作
者
の
態
度
は
兼
．

家
の
発
病
の
記
事
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

 
康
保
三
年
（
九
六
六
）
三
月
ば
か
り
、
道
綱
母
の
家
を
訪
れ
て
い
た
里
家
は

発
病
し
、
本
邸
に
戻
っ
て
加
療
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
黒
い
が
よ
う
や
く

癒
え
よ
う
と
す
る
あ
る
夜
、
道
綱
母
は
兼
家
に
請
わ
れ
、
迎
え
の
車
に
乗
っ
て

兼
山
邸
に
行
き
、
精
進
落
と
し
の
魚
を
一
緒
に
食
べ
て
一
泊
す
る
。
そ
れ
が
彼

女
が
生
涯
の
中
で
兼
家
邸
で
過
ご
し
え
た
唯
一
の
夜
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
描

写
に
は
道
聖
母
の
兼
家
に
対
す
る
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
愛
情
が
表
現
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
塗
家
の
道
綱
母
に
対
す
る
こ
ま
や
か
な
愛
情
が
表
現
さ
れ
て
い
，

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
 
…
さ
し
離
れ
た
る
廊
の
か
た
に
、
い
と
よ
う
と
り
な
し
し
づ
ら
ひ
て
、
端

 
 
に
待
ち
臥
し
た
り
け
り
。
火
と
も
し
た
る
、
か
い
消
た
せ
て
降
り
た
れ

 
 
ば
、
い
と
適
う
て
、
入
ら
む
か
た
も
知
ら
ね
ば
、
 
「
あ
や
し
、
こ
こ
に
ぞ

 
 
あ
る
」
と
て
、
手
を
取
り
て
導
く
。
「
な
ど
、
か
う
久
し
う
は
あ
り
つ
る
一

（36）



 
 
と
て
、
日
ご
ろ
あ
り
つ
る
や
う
、
く
づ
し
語
ら
ひ
て
、
と
ば
か
り
あ
る

 
 
に
、
 
「
火
と
も
し
つ
け
よ
。
い
と
暗
し
。
さ
ら
に
う
し
ろ
め
た
な
う
は
お

 
 
ぼ
し
そ
」
ど
て
、
屏
風
の
う
し
ろ
に
、
ほ
の
か
に
と
も
し
た
り
。
…
…

と
い
っ
た
文
に
は
結
婚
十
三
年
め
の
男
女
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
甘
く

み
ず
み
ず
し
い
情
感
が
漂
っ
て
い
る
。
翌
日
、
引
き
留
め
ら
れ
て
昼
に
も
な
つ
，

て
彼
女
が
帰
る
と
き
の
、

 
 
…
「
い
っ
か
、
御
あ
り
き
は
」
な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
涙
う
き
に
け
り
。

 
 
-
「
い
と
心
も
と
な
け
れ
ば
、
明
日
明
後
日
の
ほ
ど
ば
か
り
に
は
ま
る
り
な

 
 
む
」
と
て
、
い
と
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
気
色
な
り
。
す
こ
し
引
き
出
で

 
 
て
、
牛
か
く
る
ほ
ど
に
見
通
せ
ば
、
あ
り
つ
る
と
こ
ろ
に
帰
り
て
、
見
お

 
 
こ
せ
て
、
 
つ
く
づ
く
と
あ
る
を
見
つ
つ
引
き
出
つ
れ
ば
、
心
に
も
あ
ら

 
 
で
、
か
へ
り
み
の
み
ぞ
せ
ら
る
る
か
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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と
い
う
描
写
も
、
別
れ
の
つ
ら
さ
が
切
実
に
出
て
い
る
。
鈴
木
｝
雄
氏
は
、

『
和
泉
式
部
日
記
』
の
叙
述
の
特
色
と
し
て
氏
の
説
か
れ
た
超
越
的
視
点
の
萌

芽
が
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
兼

家
発
病
の
段
は
そ
う
し
た
手
法
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
作
者
の
心
情
と

兼
家
の
心
情
が
時
と
し
て
重
な
っ
て
記
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
段
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
「
こ
う
し
た
非
日
常
的
、
反
社
会
的
な
密
会
と
も
い
う
べ
き
場
で
し

か
、
彼
女
は
兼
家
と
の
愛
の
悦
び
を
純
粋
に
味
わ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

（
全
集
の
鑑
賞
）
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
。
執
筆
時
の
作
者
に
は
、
そ
の
あ
た

り
の
こ
ど
は
わ
か
っ
て
い
た
ろ
う
し
、
上
巻
が
中
巻
と
ほ
ぼ
同
b
時
期
に
書
か

れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
が
各
家
の
本
邸
に
正
妻
格
と
し
て
入
れ
ら
れ
る
こ

と
は
つ
い
に
な
く
、
兼
家
邸
で
過
ご
せ
た
こ
れ
が
た
だ
一
度
き
り
の
夜
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
い
た
い
ほ
ど
に
認
識
し
て
い
た
。
作
者
の
家
で
兼
家
が
侍
女
達
に

＼

「
こ
こ
に
は
い
か
に
く
道
面
母
ヲ
〉
思
ひ
き
こ
え
た
り
と
か
見
る
」
と
自
信
あ

り
げ
に
い
っ
て
い
て
も
、
ひ
た
む
き
な
愛
情
を
自
分
に
向
か
っ
て
あ
ら
わ
に
し

て
い
た
と
し
て
も
、
執
筆
時
の
作
者
に
兼
家
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
綱
母
は
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
ご
こ
を

描
い
て
は
い
な
い
。
あ
の
と
き
の
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
よ
う
な
甘
さ
を
再
現
す
る

こ
と
に
ひ
た
す
ら
つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
和
歌
は
、
道
童
画
が
家

に
戻
っ
て
か
ら
の
二
人
の
贈
答
歌
二
首
だ
け
で
、
散
文
が
主
体
で
あ
る
．
 
『
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
執
筆
の
資
料
と
し
て
想
定
さ
れ
る
『
道
綱
母
集
」
や
和
歌
資

料
に
こ
う
し
た
詳
細
な
散
文
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
「
日
記
」
執
筆
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 

の
文
章
で
あ
っ
た
。
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
、
か
げ
ろ
ふ
の
よ
う
な
は
か
な
い

生
活
を
書
こ
う
と
し
な
が
ら
、
作
者
は
な
お
自
己
の
幸
福
な
日
々
を
も
書
く
の

で
あ
る
。

 
幸
福
の
記
と
対
極
を
な
す
町
小
路
の
女
関
係
の
記
述
の
中
で
、
そ
の
零
落
を

記
す
道
綱
母
の
憎
悪
の
激
し
さ
、
わ
け
て
も
、
そ
の
生
ん
だ
子
ど
も
ま
で
が
死

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
で
の
、

 
 
…
に
は
か
に
か
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
な
る
こ
こ
ち
か
は
し
け
む
。
わ
が

 
 
思
ふ
に
は
い
ま
す
こ
し
う
ち
ま
さ
り
て
嘆
く
ら
む
と
思
ふ
に
、
い
ま
ぞ
胸

 
 
は
あ
き
た
る
。

と
い
う
思
い
の
す
さ
ま
じ
さ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
町
小
路

の
女
の
存
在
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
、
痛
め
つ
け
ら
れ
て
ふ
す
っ
か
り
意
地
悪

く
な
っ
て
い
た
心
の
所
為
で
、
．
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
執
筆

時
の
作
者
が
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
記
述
を
す
る
に
あ

た
っ
て
ま
ず
書
か
れ
た
「
人
憎
か
り
し
客
思
ひ
し
ゃ
う
は
」
と
い
う
、
そ
れ
ま

で
作
庭
に
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
用
い
た
句

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
解
釈
論
1
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
，
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
一

（37）
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の
存
在
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
。
常
軌
を
逸
し
た
悪
意
に
し
て
も
、
主
題
と
は

外
れ
る
甘
い
回
想
に
し
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
に
書
こ
う
と
い
う
作
者
の
姿
勢
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
兼
家
の
病
い
の
記
事
は
、

 
 
や
う
や
う
例
の
や
う
に
な
り
も
て
ゆ
け
ば
、
例
の
ぼ
ど
に
通
ふ
。

で
結
ば
れ
る
。
 
「
例
の
ほ
ど
に
通
ふ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
 
「
こ
れ
ま
で

三
家
が
通
っ
て
来
て
い
た
日
数
の
問
隔
で
も
っ
て
」
 
（
新
注
釈
）
通
う
の
で
は

あ
る
が
、
そ
の
間
隔
を
あ
ま
り
途
絶
え
が
ち
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、

こ
の
前
後
二
人
の
仲
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
行
き
過
ぎ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
 
「
返
し
、
い
と
古
め
き
減
り
」
の
よ
う
な
執
筆
時
の
心
情
か
ら

回
せ
ら
れ
た
評
語
に
よ
る
操
作
や
、
記
事
の
取
捨
選
択
、
さ
ら
に
は
幸
福
な
記

事
の
続
い
た
あ
と
に
は
不
幸
な
思
い
を
述
べ
て
軌
道
修
正
を
は
か
る
よ
う
な
こ

と
は
あ
る
。
し
か
し
、
幸
福
な
日
々
を
描
い
た
記
事
は
基
本
的
に
は
幸
福
の
記

事
の
論
理
で
読
ん
で
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

 
前
栽
の
比
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
や
り
て
、
臥
し
な
が
ら
か

く
そ
い
は
る
る
。
か
た
み
に
恨
む
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
あ
る
べ
し
。

 
 
も
も
く
さ
に
乱
れ
て
見
ゆ
る
花
の
色
は
た
だ
三
二
の
お
く
る
な
る
べ

 
 
し
，

と
う
ち
い
ひ
た
れ
ば
、
か
く
い
ふ
。
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
／

 
 
み
の
あ
き
を
思
ひ
乱
る
る
花
の
う
べ
の
露
の
こ
こ
ろ
は
い
へ
ば
さ
ら

 
 
な
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

な
ど
い
ひ
て
、
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
。
寝
待
ち
の
月
の
山
の
端
出
つ
る

ほ
ど
に
、
出
で
む
と
す
る
気
色
あ
り
。
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
と

思
ふ
気
色
や
見
え
け
む
、
 
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
な
ど
い
へ

ど
、
さ
し
も
お
ぼ
え
ね
ば
、

 
 
い
か
が
せ
む
山
の
端
に
だ
に
と
ど
ま
ら
で
心
も
空
に
出
で
む
月
を
ば

返
し
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
 
ひ
さ
か
た
の
空
に
心
の
出
つ
と
い
へ
ば
影
は
そ
こ
に
も
と
ま
る
べ
き

 
 
か
な

と
て
、
と
ど
ま
り
に
け
り
。

 
天
徳
元
年
（
九
五
七
）
秋
、
咲
き
乱
れ
る
前
栽
の
花
に
二
人
は
横
に
な
り
な

が
ら
目
を
や
っ
て
い
る
。
お
た
が
い
に
不
満
に
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
か
ら
、
兼
家
の
方
に
も
言
い
分
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
道
綱
母
は
認

め
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
の
贈
答
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
の
後
の
「
例
の
つ
れ
な

う
な
り
ぬ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。

 
「
な
り
ぬ
」
は
、
書
陵
部
本
・
彰
考
館
本
等
「
世
ふ
」
で
あ
り
、
「
注
解
」

が
整
理
し
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
「
な
り
ぬ
」
の
他
に
「
よ
ふ
け
て
」
 
「
よ

ふ
け
ぬ
」
「
ふ
せ
か
」
「
思
ふ
」
と
い
う
改
訂
案
も
あ
る
。
 
「
世
」
を
「
也
」
の

誤
写
、
 
「
ふ
」
を
「
奴
」
の
草
体
に
「
婦
」
の
草
体
を
誤
写
し
た
も
の
と
見
て
「

「
な
り
ぬ
」
と
改
訂
す
る
説
が
今
日
多
く
行
わ
れ
て
お
り
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
 
「
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
の
本
文
で
の
現
代
語
訳
を
諸
注
釈
書
で
見
る
と
、

 
・
い
つ
も
の
よ
う
に
冷
や
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
 
 
 
 
（
全
講
）

 
・
ま
た
し
て
も
冷
や
か
に
な
つ
π
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
注
釈
）

 
・
例
に
よ
う
て
よ
そ
よ
そ
し
く
相
対
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
解
）

（38）



 
・
ま
た
し
て
も
よ
そ
よ
そ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
集
・
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成
）

 
・
い
つ
も
の
と
お
り
よ
そ
よ
そ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
対
訳
日
本
古
典
新
書
）

 
・
ま
た
し
て
も
す
げ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
、
 
 
 
 
 
 
（
集
成
）

と
ほ
ぼ
共
通
し
た
理
解
で
あ
り
、
「
ふ
せ
り
」
の
文
の
『
大
系
」
、
「
夜
ふ
け

て
」
の
本
文
の
『
全
評
解
」
も
「
つ
れ
な
う
」
の
部
分
の
解
釈
は
基
本
的
に
は

こ
れ
ら
と
同
じ
で
あ
る
。
「
臥
せ
り
」
の
本
文
の
『
新
注
釈
』
、
「
よ
ふ
け
ぬ
」

の
本
文
の
「
抄
」
 
（
三
宅
王
氏
）
の
訳
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
理
解
が
異
る
の
で
掲

げ
て
お
く
。

 
・
，
（
あ
の
人
は
）
冷
や
か
に
さ
っ
さ
と
寝
床
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
注
釈
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ

 
・
例
の
よ
う
に
と
り
あ
わ
ぬ
様
子
で
夜
も
何
と
な
し
に
更
け
た
。
 
（
抄
）

-
ま
た
「
な
り
ぬ
」
の
本
文
で
も
「
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
の
主
語
・
主
格
と
な

る
と
、
 
『
全
注
釈
」
は
兼
家
、
 
「
全
集
」
は
兼
言
と
作
者
と
の
二
人
の
態
度
と

し
、
 
「
ふ
せ
り
」
の
本
文
だ
が
、
 
「
大
系
』
は
、
村
田
春
海
の
、
・

 
 
日
記
中
巻
に
「
岩
木
の
ご
と
し
て
明
か
し
つ
れ
ば
つ
と
め
て
物
も
い
は
で

 
 
帰
り
ぬ
」
と
い
へ
る
さ
ま
な
る
べ
し
。

と
い
う
説
を
引
い
て
、
道
導
母
を
主
語
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
説
が
分

か
れ
る
が
～
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
く
。
今
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
 
「
つ
れ

な
う
」
が
「
冷
や
か
に
」
と
か
「
ま
そ
よ
そ
し
く
」
ど
か
訳
せ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
ま
ず
場
面
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。

 
天
徳
元
年
の
こ
の
記
事
は
、
町
小
路
の
女
の
出
産
と
、
相
撲
の
頃
町
小
路

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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の
女
の
頼
ん
で
来
た
兼
家
の
た
め
の
縫
物
を
突
き
返
し
た
記
事
と
に
続
い
て
い

る
。
町
小
路
の
女
の
零
落
を
記
し
た
く
だ
り
に
、
 
「
か
の
め
で
た
き
と
こ
ろ
に

は
、
子
産
み
て
し
ょ
り
、
す
さ
ま
し
げ
に
な
り
に
た
べ
か
め
れ
ば
」
と
あ
る
か

ら
、
こ
の
塗
す
で
に
里
家
の
町
小
路
の
女
へ
の
熱
愛
は
さ
め
て
い
た
の
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

う
。
・
「
ま
み
り
来
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
つ
つ
ま
し
う
て
な
む
。
た
し
か
に
来
と
あ

ら
ば
、
お
つ
お
つ
も
」
と
い
う
全
家
の
文
を
き
っ
か
け
に
、
久
し
ぶ
り
に
歌
の

贈
答
が
記
さ
れ
、
 
「
な
ど
、
よ
ろ
し
う
い
ひ
な
し
で
、
ま
た
見
え
た
り
」
と
あ

り
、
こ
こ
の
「
前
栽
の
…
…
」
の
記
述
が
続
く
の
で
あ
る
。
 
「
前
栽
の
」
以
下

が
「
ま
た
見
え
た
り
」
と
あ
る
日
の
こ
と
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

 
こ
の
あ
た
り
、
二
人
の
仲
を
取
り
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
和
歌
が
有
効
な
働
き

を
し
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
縫
物
を
突
き
返
し
た
の
を
薄
情
に
思
っ
て
か

二
十
余
日
訪
れ
な
か
っ
た
後
で
の
訪
問
に
は
、
和
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
道
綱
母

の
気
持
を
さ
ぐ
り
、
な
だ
め
、
 
「
よ
ろ
し
う
い
ひ
な
」
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
帰
ろ
う
と
し
て
「
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
」
と
道
糸
母
が
思
っ
て

、
い
る
気
配
を
察
す
る
と
、
墨
家
は
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
。

 
「
こ
と
」
は
「
言
」
で
、
歌
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
感
動
の
あ
ま
り
足
が
留
ま

る
よ
う
な
歌
が
あ
る
な
ら
…
…
と
促
す
形
な
の
で
あ
る
。
警
報
母
の
「
い
か
に

せ
む
」
の
歌
は
す
ね
た
形
の
も
の
だ
が
、
と
も
か
く
そ
れ
に
よ
っ
て
、
兼
家
は

「
ひ
さ
か
た
の
」
の
歌
を
詠
ん
で
出
て
行
く
の
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
続
い
て

の
和
歌
の
贈
答
は
、
野
分
の
二
日
掛
か
り
後
の
兼
家
の
来
訪
の
場
面
で
、
 
コ

日
の
風
は
、
い
か
に
と
も
、
例
の
人
は
と
ひ
て
ま
し
」
と
道
聖
母
に
い
わ
れ

て
、
兼
家
は
和
歌
で
弁
解
す
る
の
だ
が
、
二
回
の
和
歌
の
や
り
と
り
の
結
果

、
「
こ
れ
は
、
さ
も
い
ふ
べ
し
と
や
、
人
ご
と
わ
り
け
む
」
と
あ
っ
て
、
里
家
は

全
面
屈
服
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
十
月
ば
か
り
の
記
事
、
で
は
、
雨
が
ひ
ど
く
降

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
解
釈
論
1
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
 
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
1
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、

る
の
に
、
兼
家
は
「
そ
れ
は
し
も
、
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
あ
り
」
と
い
っ
て
出

よ
う
と
す
る
。
道
導
母
は
あ
き
れ
か
え
っ
て
、
次
の
よ
う
に
詠
む
。

 
 
こ
と
わ
り
の
を
り
と
は
見
れ
ど
小
夜
更
け
て
か
く
や
時
雨
の
ふ
り
は
出
づ

 
 
べ
き

 
結
果
は
「
と
い
ふ
北
、
強
ひ
た
る
人
あ
ら
む
や
は
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
兼

家
が
留
ま
っ
た
の
か
出
か
け
た
の
か
は
う
よ
く
わ
か
ら
な
い
文
で
あ
る
。
『
三

三
」
と
『
抄
」
を
除
け
ば
、
出
か
け
て
し
ま
っ
た
と
解
す
る
の
が
普
通
だ
が
、

ど
ち
む
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
道
綱
母
の
こ
う
い
う
口
調
に
は
、
歌
の
効
用
に
対

す
る
絶
対
的
と
も
い
っ
て
よ
い
信
頼
が
感
じ
ら
れ
る
。
私
が
こ
の
よ
う
に
歌
う

て
止
め
た
の
・
だ
か
ら
、
普
通
な
ら
出
か
け
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
一
徳
説
話
に
も
発
展
し
て
お
か
し
く
な
い
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
 
「
も
も
く
さ
の
」
と
道
家
が

詠
み
か
け
、
 
「
み
の
あ
き
を
」
と
道
綱
母
が
応
え
、
そ
れ
で
い
て
冷
や
か
な
、

よ
そ
よ
そ
レ
い
仲
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
冷
や
か
に
な
っ
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
し
'
て
、
次
の
出
て
行
こ
う
と
す
る
母
家
に
対
し
て
、
道

綱
母
が
、
 
「
ざ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
」
と
思
う
気
配
を
感
じ
さ
せ
て
し

ま
う
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

 
次
に
「
つ
れ
な
し
」
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

 
平
安
時
代
の
「
つ
れ
な
し
」
と
い
う
語
の
基
本
的
な
意
昧
は
、
あ
る
働
き
か

け
に
対
し
て
（
期
待
し
た
）
反
応
を
ま
っ
た
く
表
わ
さ
な
い
、
あ
る
い
は
、
内

心
噂
内
面
の
動
揺
や
動
き
を
表
に
表
わ
さ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
 
『
大
日
本
国
語
辞
典
」
に
掲
げ
ら
れ
た
「
①
表
面
何
事
も
な
げ
で

あ
る
さ
ま
。
表
面
に
出
さ
な
い
さ
ま
。
素
知
ら
ぬ
さ
ま
」
・
「
②
人
め
心
を
く
も

う
と
も
せ
ず
、
ひ
や
や
か
で
あ
る
さ
ま
。
．
情
け
知
ら
ず
だ
。
無
情
だ
」
 
「
③
何

の
変
わ
り
も
み
え
な
い
さ
ま
。
伺
の
影
響
も
受
け
な
い
さ
ま
。
ま
た
転
じ
て
、

何
の
へ
ん
て
つ
も
な
い
。
退
屈
で
あ
る
」
 
「
④
思
う
に
ま
か
せ
な
い
さ
ま
。
意

の
ご
と
く
に
な
ら
な
い
さ
ま
」
 
「
⑤
周
囲
の
事
情
に
か
ま
わ
ず
、
鈍
感
で
あ
る

さ
ま
。
幽
厚
願
で
あ
る
さ
ま
」
な
ど
も
、
③
の
「
転
じ
て
」
以
下
が
平
安
時
代
の

用
法
で
な
さ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
こ
こ
に
述
べ
た
基
本
的
意
味
で
通
せ

る
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
め
用
例
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の

日
記
」
に
は
地
の
文
に
は
十
六
例
の
「
つ
れ
な
し
」
 
「
つ
れ
も
な
し
」
が
見
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

 
 
…
十
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
三
夜
し
き
り
て
見
え
ぬ
時
あ
り
。
つ
れ
な
う

 
 
て
、
 
「
し
ば
し
こ
こ
ろ
み
る
ほ
ど
に
」
な
ど
、
気
色
あ
り
。
 
（
P
獅
鵬
）

 
三
夜
続
け
て
来
な
い
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
-
道
綱
母
は
他
の
女
と
の
結

婚
を
推
．
測
し
て
い
る
一
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
兼
家
は
特
別
な
こ
と
の
あ

っ
た
よ
う
な
表
情
は
ま
っ
た
く
見
せ
ず
に
「
あ
な
た
の
気
持
を
し
ば
ら
く
試
し

て
い
る
間
に
日
が
経
っ
て
ね
」
な
ど
と
平
然
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
は
、
町
小

路
の
女
の
出
産
を
兼
家
が
知
ら
せ
て
き
た
あ
と
の
、

 
 
三
四
日
ば
か
り
あ
り
て
、
、
み
つ
か
ら
い
と
も
つ
れ
な
く
見
え
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
蟻
）

と
い
う
文
。
道
寮
母
の
心
を
痛
め
さ
せ
る
あ
れ
ほ
ど
の
ζ
と
が
あ
り
な
が
ら
、

ふ
だ
ん
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
ぬ
態
度
で
兼
家
は
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
次
が

今
問
題
に
し
て
い
る
部
分
。
続
い
て
、

 
・
人
は
い
と
つ
れ
な
う
、
 
「
わ
れ
や
悪
し
き
」
な
ど
、
う
ら
も
な
う
罪
な
き

 
 
さ
ま
に
も
て
な
い
た
れ
ば
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
…
…
m
Y

 
・
か
か
る
と
こ
ろ
を
も
、
と
り
つ
く
ろ
ひ
か
か
は
る
人
も
な
け
れ
ば
、
い
と

 
 
悪
し
う
の
み
な
り
ゆ
く
。
ご
れ
を
つ
れ
な
く
出
で
入
ヶ
す
る
は
、
こ
と
に
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心
細
く
思
ふ
ら
む
な
ど
、
深
う
思
ひ
寄
ら
ぬ
な
め
り
な
ど
…
（
P
鵬
捌
）

 
・
「
心
に
怠
り
は
あ
れ
ど
、
い
と
こ
と
し
げ
き
こ
ろ
に
て
な
む
。
夜
さ
り
も

 
 
の
せ
む
に
、
い
か
な
ら
む
。
恐
し
さ
に
」
な
ど
あ
り
。
 
「
こ
こ
ち
悪
し
き

 
 
ほ
ど
に
て
、
え
き
こ
え
ず
」
と
も
の
し
て
、
思
ひ
絶
え
ぬ
る
に
、
つ
れ
な

 
 
く
見
え
た
り
。
あ
さ
ま
し
と
思
ふ
に
、
う
ら
も
な
く
た
は
ぶ
る
れ
ば
、
い

 
 
と
ね
た
さ
に
（
奪
略
）
石
木
の
ご
と
し
て
明
か
し
つ
れ
ば
、
つ
と
め
て
、

 
 
も
の
も
言
は
で
帰
り
ぬ
。

 
 
 
そ
れ
よ
り
後
、
し
ひ
て
つ
れ
な
く
て
、
 
「
例
の
、
こ
と
わ
り
。
こ
れ
、

 
 
と
し
て
か
く
し
て
」
な
ど
あ
る
も
、
い
と
憎
く
て
…
…
 
 
（
P
二
一
）

な
ど
、
全
家
の
主
語
の
「
つ
れ
な
し
」
は
多
く
似
た
用
法
で
、
こ
れ
ら
の
諸
例

で
は
、
兼
家
が
訪
れ
て
き
た
り
、
縫
物
を
依
頼
し
て
き
た
り
す
る
こ
と
自
体
、

道
綱
母
に
は
「
つ
れ
な
し
」
と
う
つ
る
の
で
あ
る
。
兼
家
を
主
語
と
す
る
「
つ

れ
な
し
」
は
も
う
二
例
あ
っ
て
、

 
・
も
し
見
た
る
気
色
も
や
と
、
し
た
待
た
れ
け
む
か
し
。
さ
れ
ど
、
つ
れ
な

 
 
く
て
、
つ
ご
も
り
に
な
り
ぬ
 
 
 
・
，
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
説
）

 
・
さ
べ
し
と
は
、
さ
き
ざ
き
も
ほ
の
め
か
し
た
れ
ど
、
今
日
な
ど
も
な
く
て

 
．
や
は
と
て
、
 
「
き
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と
」
と
、
も
の
し
た
れ
ど
、
 
「
つ
つ

 
 
し
む
こ
と
あ
り
て
な
む
」
と
て
、
つ
れ
も
な
け
れ
ば
…
…
 
 
（
P
躍
）

は
、
三
綱
母
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
す
る
気
配

を
兼
家
が
ま
っ
た
く
見
せ
な
い
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
て
い
る
。
 
 
'

 
道
綱
母
を
主
語
と
す
る
「
つ
れ
な
し
」
で
は
、

 
◎
人
々
「
な
ほ
あ
る
や
う
あ
ら
む
。
つ
れ
な
く
て
気
色
を
見
よ
」
な
ど
い
へ

 
 
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
（
P
鵬
）

 
・
…
か
の
忌
の
と
こ
ろ
に
は
、
子
忌
み
た
な
り
と
憩
い
ふ
。
な
ほ
あ
ら
む
よ

 
 
り
は
、
あ
な
憎
と
も
聞
き
思
ふ
ぺ
け
れ
ど
、
つ
れ
な
う
て
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
二
言
）

ば
、
自
分
の
感
情
を
押
さ
え
て
平
静
を
装
う
意
で
、

 
・
か
く
お
も
て
お
も
て
に
、
と
ざ
ま
か
く
ざ
ま
に
言
ひ
な
さ
る
れ
ど
、
わ
が

 
 
心
は
つ
れ
な
く
な
む
あ
り
け
る
。
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
肥
）

 
・
申
の
時
ば
か
り
に
も
の
せ
し
を
、
火
と
も
す
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
。
つ
れ

 
 
な
く
て
動
か
ね
ば
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
（
P
捌
）

 
・
…
簾
に
手
を
か
く
れ
ば
、
い
と
け
う
と
け
れ
ど
、
聞
き
も
入
れ
ぬ
や
う
に

 
 
て
「
い
た
う
更
け
ぬ
ら
む
を
、
例
は
さ
し
も
お
ぼ
え
た
ま
ふ
夜
に
な
む
あ

 
 
る
」
と
つ
れ
な
う
い
へ
ば
…
…
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
細
）

は
、
他
か
ら
の
働
き
か
け
に
反
応
を
示
さ
な
い
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。

 
・
さ
て
三
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
 
「
今
日
な
む
」
と
て
、
夜
さ
り
見
え
た

 
 
り
。
つ
ね
に
し
も
、
い
か
な
る
心
の
、
え
思
ひ
あ
へ
ず
な
り
に
た
れ
ば
、

 
 
わ
れ
は
つ
れ
な
け
れ
ば
、
人
は
だ
罪
も
な
き
や
う
に
て
、
七
八
日
の
ほ
ど

 
 
に
ぞ
わ
っ
か
に
通
ひ
た
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
蹴
）

 
・
今
日
ぞ
、
 
「
こ
れ
逢
ひ
て
、
，
つ
つ
し
む
こ
と
あ
り
て
な
む
」
と
あ
る
。
め

 
 
づ
ら
し
げ
も
な
け
れ
ば
、
 
「
給
は
り
ぬ
」
な
ど
つ
れ
な
う
も
の
し
け
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
謝
）

の
二
例
は
判
断
に
迷
う
。
 
『
全
集
」
は
共
に
「
そ
っ
け
な
い
」
と
い
う
訳
語
を

用
い
て
い
る
。
激
し
た
、
あ
る
い
は
屈
曲
し
た
感
情
を
押
さ
え
、
平
静
を
装

い
、
ふ
る
ま
う
意
の
用
法
だ
と
私
に
は
思
え
る
。

 
以
上
が
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
れ
な

し
」
の
全
用
例
で
あ
る
。
 
「
つ
れ
な
し
」
の
語
義
や
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
で

の
用
法
を
見
る
限
り
で
は
、
問
題
の
「
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
で
、
二
人
の
態
度

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
解
釈
論
1
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
，
「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」
一
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が
冷
や
か
に
な
っ
た
、
よ
そ
よ
そ
し
く
な
っ
た
と
解
す
る
の
は
、
非
常
に
異
例

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
人
が
歌
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
以
上
、
兼
家
と

三
綱
母
と
の
ど
ち
ら
を
主
語
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
働
き
か
け
に
反
応
し
な
い
意

に
解
釈
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。

．
こ
の
前
後
の
和
歌
の
効
用
や
下
文
の
二
人
の
親
し
み
を
も
考
え
れ
ば
、
 
「
つ

れ
な
う
な
り
ぬ
」
の
解
釈
は
一
つ
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
 
「
か
た
み
に
恨
む
る
さ

ま
の
こ
と
ど
も
あ
る
べ
し
」
．
と
い
う
二
人
が
、
和
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
表
面
的

に
は
仲
直
り
を
し
た
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
 
「
つ
れ
な
し
」
は
、
お
た
が
い
に

完
全
に
相
手
を
納
得
し
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
心
中
の
も
や
も
や
し
た

も
の
は
な
お
存
し
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
押
さ
え
、
平
静
を
装
い
え

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
例
の
」
か
ら
訳
し
て
み
れ
ば
、
「
い
つ
も
の
よ
う
に
、

表
面
的
に
は
お
だ
や
か
な
仲
と
な
っ
た
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
 
「
例
の
」
と
あ

る
か
ら
、
こ
う
し
た
妥
協
な
い
し
は
仲
直
り
が
、
こ
の
こ
ろ
は
よ
く
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
語
法
的
に
も
前
後
関
係
か
ら
も
無
理
な
「
よ
そ
よ

そ
し
い
」
 
「
冷
や
か
だ
」
の
訳
語
が
充
て
ら
れ
、
定
説
化
し
て
い
る
の
は
、
人

に
も
あ
ら
ぬ
は
か
な
い
身
の
上
を
描
い
た
作
品
と
い
う
読
み
の
倫
理
に
左
右
さ

れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
1
 
蜻
蛉
日
記
の
発
想
-
冒
頭
部
分
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
一
（
平
安
朝
文
学
研
究
会
編

 
 
『
平
安
朝
文
学
の
諸
問
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」
昭
5
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．
所
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）

 
2
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賀
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（
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昭
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3
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蜻
蛉
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