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「
落
蕊
」
は
、
 
「
落
花
」
に
同
じ
。
 
「
蕊
」
字
は
「
花

の
b
べ
」
の
こ
と
を
一
般
に
言
う
が
、
こ
こ
で
は
単
に
「
花
」
を
指
示
し
て
い

る
と
見
て
よ
い
。
 
「
芸
態
」
，
の
用
例
と
し
て
は
、
 
「
木
根
ヲ
堕
（
と
）
リ
テ
以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

テ
芭
（
し
．
香
草
の
名
〃
ー
ヲ
結
ビ
、
葭
…
蕩
（
へ
い
れ
い
．
香
草
の
名
）
ノ
落
蕊

ヲ
貫
ク
。
」
〈
『
楚
辞
」
「
離
騒
」
〉
と
い
う
一
文
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
'
，
こ

の
用
例
の
場
合
、
 
「
蕊
」
字
に
つ
い
て
は
両
説
が
あ
り
、
王
逸
は
「
蕊
、
実

也
。
」
と
言
い
、
朱
子
は
「
蕊
、
花
盛
（
花
ぶ
さ
）
」
と
言
っ
て
い
る
。
今
は
、

朱
子
の
説
に
従
う
。
な
お
、
 
「
蕊
」
字
の
み
で
「
花
」
を
指
示
し
て
い
る
用
例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
て
は
、
 
「
茎
ヲ
瓢
（
あ
）
ゲ
テ
蕊
ヲ
漢
（
ひ
た
）
シ
、
穎
（
ほ
）
ヲ
濯
ヒ

テ
裏
（
み
）
ヲ
散
ラ
ス
。
」
 
〈
『
文
選
」
郭
瑛
「
江
賦
」
〉
と
い
う
一
文
が
見

え
る
（
こ
の
「
蕊
」
字
の
場
合
、
陰
野
注
に
は
、
 
「
広
雅
二
日
ク
、
蕊
ハ
華
ナ

リ
。
」
と
あ
る
。
）
。

 
勿
論
、
こ
の
第
五
句
目
の
「
落
蕊
」
は
、
第
六
置
目
の
「
清
歌
」
の
対
語
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

あ
り
、
'
こ
こ
で
は
、
第
三
句
目
の
「
瓢
レ
林
色
」
を
直
接
的
に
継
承
し
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

（
「
清
歌
」
-
が
第
四
句
目
の
「
出
レ
谷
音
」
を
直
接
的
に
継
承
し
て
い
る
の
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対
し
て
。
）
。
つ
ま
．
り
、
 
「
花
鳥
春
資
貯
」
の
詩
題
に
即
し
て
、
ま
ず
、
第
三

句
目
で
「
花
」
の
色
の
美
し
ざ
を
歌
い
、
第
四
句
目
で
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か

さ
を
詠
じ
た
作
者
は
、
こ
の
第
五
句
目
に
お
い
て
は
、
再
び
「
花
」
の
色
の
美

し
さ
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
 
（
当
然
の
こ
と
に
、
次
の
第
六
句
目
に
お
い
て

は
、
再
び
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か
さ
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
）
。
そ
の
頷

聯
と
頸
聯
に
お
け
る
「
花
」
と
「
鳥
」
の
順
序
を
図
式
化
す
る
と
、
A
B
・
測

B
（
A
は
「
花
」
、
B
は
「
鳥
」
。
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
「
封
来
」
の
「
封
」
は
、
二
定
の
領
土
を
あ
た
え
ら
れ
て
諸
侯
に
封
じ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
「
来
」
は
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
語
末
に
そ
え
る
助
字
で
、

動
作
が
起
こ
ろ
う
と
す
る
意
を
示
す
。
す
な
ね
ち
、
 
「
封
来
」
で
、
も
し
も
一

定
の
領
土
を
あ
た
え
ら
れ
て
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
と
、
と

い
う
ほ
ど
の
意
味
に
そ
れ
は
な
る
。
あ
く
ま
で
も
、
文
法
的
に
は
仮
定
の
条
件

文
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
内
容
的
に
は
讐
喩
表
現
が
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
藤
原
宗
忠
の
作
と
さ
れ
る
「
作

文
大
体
」
〈
群
書
類
従
本
〉
で
は
、
 
「
腰
句
」
 
〈
頸
聯
〉
を
そ
の
内
容
的
な
特

色
か
ら
h
讐
喩
」
と
い
う
言
葉
で
呼
称
し
て
い
た
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
作

者
が
本
数
の
頸
聯
〈
第
五
句
目
と
第
六
句
目
〉
に
お
い
て
讐
喩
表
現
を
使
用
し
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、



て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
規
則
通
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
）
。

 
計
量
（
上
の
1
0
）
の
場
合
、
第
三
句
目
に
お
い
て
、
「
（
な
ぜ
な
ら
、
春
は
）

林
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
乱
れ
散
る
美
し
い
花
ビ
ラ
を
こ
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
々
の
寿
命
を
な
が
ら
え
さ
せ
ま
す
。
」
と
言
っ
て
、
春
の
財
宝
の
一
つ

で
あ
る
「
花
」
の
色
の
美
し
さ
と
そ
の
価
値
と
を
歌
っ
た
作
者
は
、
そ
の
第
五

句
目
に
お
い
て
、
そ
の
美
し
さ
ど
そ
の
価
値
と
を
引
喩
表
現
を
使
用
レ
て
具
体

幽
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
句
目
に
お
い
て
（
「
（
な
ぜ
な
ら
、

春
は
）
谷
に
さ
え
ず
り
歌
う
素
晴
ら
し
い
鳥
の
声
を
こ
の
よ
う
に
聞
か
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
人
々
の
人
生
を
豊
か
に
さ
せ
ま
す
◎
」
と
言
っ
て
、
春
の
財
宝
の

一
つ
で
あ
る
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か
さ
と
そ
の
価
値
と
を
詠
じ
た
作
者
は
ふ
そ

の
第
六
句
目
に
お
い
て
、
そ
の
清
ら
か
さ
と
そ
の
価
値
と
を
讐
喩
表
現
を
使
用

し
て
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
美
し
く
、

ど
れ
ほ
ど
に
価
値
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
清
ら
か

で
、
ど
れ
ほ
ど
に
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
。
と
も
に
、
精
神
的
な
満
足
感
を
物

質
的
な
満
足
感
に
置
き
換
え
、
そ
れ
を
讐
蓋
し
、
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

 
し
か
し
、
本
詩
の
省
思
（
第
五
句
目
と
第
六
句
目
）
に
見
え
る
、
こ
の
・
よ
う

な
、
讐
喩
表
現
を
使
用
し
て
精
神
的
満
足
感
を
具
体
化
し
よ
う
（
物
質
的
な
満

足
感
に
置
き
換
え
よ
う
）
と
す
る
作
者
の
工
夫
は
、
決
し
て
独
創
的
な
も
の
と

は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
同
じ
「
花
鳥
春
三
図
」
の

詩
題
を
も
つ
現
存
の
他
の
三
詩
に
も
、
す
べ
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
．
例
え
ば
、
斉
信
の
七
律
（
上
の
8
）
の
頸
聯
で
は
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清
ら

か
さ
を
「
余
緩
」
に
讐
普
し
（
第
五
句
目
）
、
 
「
花
」
の
色
の
美
し
さ
を
「
生

計
」
に
讐
喩
レ
（
第
六
句
目
）
て
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
化
し
て
い
た
し
、
ま
た
、

公
任
の
七
律
（
上
の
9
）
の
貸
売
で
は
、
 
「
花
」
の
色
の
美
し
い
林
を
「
茅
土

三
千
戸
」
に
里
並
し
（
第
五
句
目
）
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か
な
谷
を
「
華
山

一
万
金
」
に
讐
喩
し
（
第
六
句
目
）
て
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
化
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
賢
才
の
主
題
の
七
律
〈
『
江
雷
獣
集
』
巻
下
〉
の
頸
聯
で

も
、
露
を
結
ん
だ
「
玉
顔
」
 
（
花
）
の
色
の
美
し
さ
を
、
「
光
万
言
」
に
馨
喩
し

（
第
五
句
目
）
、
霞
に
か
く
れ
た
「
繍
羽
」
 
（
鳥
）
の
声
の
清
ら
か
さ
を
「
直

千
金
」
に
讐
喩
し
（
第
六
句
目
）
て
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
思

い
だ
す
。

 
こ
の
よ
う
に
、
斉
信
・
公
任
・
匡
衡
の
現
存
の
同
題
詩
を
な
が
め
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
頸
聯
に
お
け
る
工
夫
が
片
岸
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
野
山
で
あ
る
こ
と

に
容
易
に
気
付
く
だ
ろ
う
（
た
と
え
、
斉
信
の
そ
れ
が
他
の
三
者
の
そ
れ
に
相

違
し
て
、
．
「
鳥
」
を
第
五
句
目
で
歌
い
、
 
「
花
」
を
第
六
句
目
で
詠
じ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
の
違
い
は
第
二
義
的
〈
技
術
的
〉
な
問
題
で
あ
り
、
同
一
の
工

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
）
。
つ
ま
り
、
現
存
の
同
題
詩

の
す
べ
て
が
、
頷
聯
で
述
べ
た
精
神
的
な
満
足
感
を
、
頸
聯
に
お
い
て
物
質
的

な
満
足
感
に
置
き
換
え
、
讐
喩
し
て
そ
れ
を
具
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

詩
の
場
合
は
ど
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
葺
の
場
合
に
も
、
 
「
落
蕊
」

（
花
）
の
色
の
美
し
さ
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
る
精
神
的
な
満
足
感
を
、
 
「
万

戸
」
の
封
土
を
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
物
質
的
な
満
足
感
に
置
き
換
え
（
第

五
句
目
）
、
 
「
清
歌
」
 
（
鳥
）
の
声
の
清
ら
か
さ
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
る
精

神
的
な
満
足
感
を
、
 
「
千
金
」
の
募
銭
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
物
質
的
な

満
足
感
に
置
き
換
え
（
第
六
句
目
）
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
化
の
、
た
め
の
工

夫
は
、
斉
信
以
下
の
作
品
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
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な
か
ん
ず
く
、
そ
の
、
具
体
化
の
た
め
の
工
夫
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
、
讐

喩
表
現
の
発
想
ま
で
も
が
、
本
詩
の
場
合
に
は
、
公
任
の
七
律
（
上
の
9
）
に

お
け
る
そ
れ
ら
と
ま
る
で
同
一
で
あ
る
こ
と
に
と
く
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
精
神
的
な
満
足
感
を
勿
質
的
な
満
足
感
に
置
き
換
え
、
讐
冠
し
て
具

体
化
す
る
と
い
う
そ
の
工
夫
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
讐
喩
表
現
の
発
想

ま
で
も
が
ま
る
で
同
一
な
の
で
あ
る
。

 
公
任
の
七
律
の
頸
聯
で
は
、
 
「
花
」
、
の
色
の
美
し
い
林
を
「
茅
土
三
千
戸
」

に
讐
喩
し
（
第
五
句
目
）
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か
な
谷
を
「
華
山
一
万
金
」

に
讐
回
し
 
（
第
六
句
目
）
て
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
化
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
本
詩
の
頸
聯
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
 
「
落
忌
」

 
（
花
）
の
色
の
美
し
さ
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
る
精
神
的
な
満
足
感
を
、
 
「
万

．
戸
」
の
封
土
を
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
物
質
的
な
満
足
感
に
置
き
換
え
（
第

五
句
目
）
、
 
「
清
歌
」
 
（
鳥
）
の
声
の
清
ら
か
さ
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
る
精

神
的
な
満
足
感
を
、
 
「
千
金
」
の
募
銭
を
与
え
ち
れ
る
こ
と
に
よ
る
物
質
的
な

満
足
感
に
置
き
換
え
（
第
六
句
目
）
て
具
体
化
し
て
い
る
。
 
「
花
」
の
色
の
美

し
さ
を
「
万
戸
」
の
封
土
を
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
警
早
し
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清

ら
か
さ
を
「
千
金
」
の
募
銭
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
讐
喩
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
公
任
の
七
律
（
上
の
9
）
の
頸
聯
に
見
え
た
尊
崇
表
現
と

本
四
（
上
の
1
0
）
の
そ
れ
に
見
え
る
讐
喩
表
現
と
は
、
そ
の
発
想
の
点
に
お
い

て
、
極
め
て
近
似
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
「
茅
土
三
千
戸
」

と
は
、
三
千
戸
の
封
土
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
し
、
．
同
じ
く
「
華
山
一
万
金
」

と
は
、
 
一
万
金
の
黄
金
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
」
前
者
の
場
合

も
、
 
「
花
」
の
色
の
美
し
さ
を
三
千
戸
の
封
土
に
た
と
え
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清

『
本
朝
麗
藻
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全
注
釈
歯

ら
か
さ
を
一
万
金
に
た
と
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
と
同
様
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
「
封
土
」
と
「
金
銭
」
と
い
う
最
も
物
質
的
な
も
の
に
置
き
換
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
た
だ
、
両
者
の
異
な
る
点
と
い
え
ば
、
形
式
上
の
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

そ
れ
の
数
詞
だ
け
で
、
前
者
が
「
三
千
戸
」
 
コ
万
金
」
と
あ
る
の
に
対
し

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

て
、
後
者
が
「
万
戸
」
 
「
千
金
」
と
な
っ
て
い
る
こ
乏
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
数
詞
も
、
前
者
に
お
い
て
も
後
者
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、

と
も
に
不
特
定
多
数
を
意
味
す
る
数
詞
で
し
か
な
く
、
決
し
て
具
体
的
な
数
量

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ほ
ど

両
者
の
相
違
を
重
要
視
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
Y
。

 
と
こ
ろ
で
、
本
詩
を
は
じ
め
と
し
て
へ
現
存
の
同
題
詩
の
頸
聯
に
見
ら
れ
る

同
様
の
工
夫
、
．
す
な
わ
ち
、
頷
聯
で
述
べ
た
精
神
的
な
満
足
感
を
、
そ
の
直
後

の
回
議
に
お
い
て
讐
喩
表
現
を
使
用
し
て
物
質
的
な
満
足
感
に
置
き
換
え
、
そ

れ
を
具
体
化
す
る
と
い
う
工
夫
は
、
ど
う
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど

う
し
て
そ
の
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
語
釈
「
行
路
不
零
丁
谷
音
」
に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
、
そ
の

一
つ
の
解
答
と
し
て
、
こ
こ
に
、
例
え
ば
、
白
居
易
の
七
律
「
送
二
上
州
王
司

、
馬
三
等
F
任
鍵
罷
レ
」
〈
「
白
楽
天
詩
後
集
』
巻
九
〉
中
に
あ
る
よ
う
な
意
見
が

共
通
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
定
を
用
意
し
た
。
そ

の
白
居
易
の
意
見
と
ば
、
 
「
養
レ
静
」
と
「
資
レ
貧
」
と
を
詩
人
の
必
要
条
件
と

み
な
し
、
詩
人
ど
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
手
に
で
き
る
境
遇
に
身
を
置
く
こ
と
を

'
む
し
ろ
喜
ぶ
べ
ぎ
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
そ
れ
は
、
前
者
が
詩

人
と
し
て
の
生
活
に
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
を
、
後
者
が
詩
人
と
し
て
の
生
活

に
「
物
質
的
な
豊
か
さ
」
を
保
証
し
て
く
れ
る
か
ら
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
、

 
「
養
レ
静
」
と
「
資
レ
貧
」
と
の
両
方
を
詩
人
の
必
要
条
件
と
す
る
白
居
易
の
意
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、

見
が
、
本
詩
を
は
じ
め
と
す
る
同
題
詩
の
頸
聯
に
投
影
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

 
白
居
易
は
、
 
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
と
「
物
質
的
な
豊
か
さ
」
と
の
両
方
を

詩
人
の
必
要
条
件
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
を
手
に
で
き
る
境
遇
に
身
を
置
く
こ
と

の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
詩
の
作
者
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
花
鳥
春
三
重
」
の
題
で
詩
を
詠
じ
た
詩
人
允
ち
の
場
合
は
ど
う
か
。
 
「
花
」

に
目
を
や
り
、
「
鳥
」
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
、
「
精
神
的
．
な

安
ら
ぎ
」
を
保
証
し
て
く
れ
る
境
遇
に
は
、
現
在
、
身
を
置
い
て
は
い
る
（
そ

の
素
晴
ら
し
さ
を
、
各
詩
人
た
ち
は
頷
聯
に
お
い
て
強
調
し
て
い
た
。
）
。
し

か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
詩
人
の
必
要
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。
白
居
易
の
意
見
に
あ
る
、
も
う
一
方
の
「
物
質
的
な
豊
か
さ
」
を
保

証
し
て
く
れ
る
境
遇
に
は
、
彼
等
は
現
在
、
身
を
置
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

（
現
実
の
官
位
か
ら
し
て
、
本
詩
の
作
者
が
最
も
そ
う
で
あ
る
。
）
。
こ
の
、
白

、
居
易
の
詩
と
の
齪
鶴
を
修
復
す
る
手
段
と
し
て
考
え
だ
さ
れ
た
の
が
、
頸
聯
に

お
け
る
彼
等
の
工
夫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
頷
聯
で
強

調
し
た
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
を
、
そ
の
直
後
の
頸
聯
に
お
い
て
「
物
質
的
な

豊
か
さ
」
に
そ
れ
を
讐
出
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
工
夫
、
そ
の
工
夫
に
よ
っ

て
彼
等
は
二
つ
の
効
果
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
勿
論
、

精
神
釣
な
満
足
感
を
具
体
化
し
て
そ
の
程
度
を
読
者
に
わ
か
り
や
す
《
訴
え
か

け
る
と
い
う
直
接
的
な
効
果
ハ
も
う
一
つ
は
、
白
居
易
詩
と
の
内
容
上
の
齪
鶴

を
修
復
す
る
と
い
う
間
接
的
な
効
果
。
こ
れ
ら
．
二
つ
の
効
果
を
狙
っ
て
、
頸
聯

に
お
け
る
工
夫
が
な
さ
れ
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
惹
。

 
「
万
戸
」
は
、
一
万
戸
も
あ
る
広
い
二
二
、
ま
た
は
そ
れ
を
有
す
る
「
万
戸

侯
」
の
官
職
の
意
。
漢
制
で
は
、
戸
数
一
万
も
あ
る
広
大
な
土
地
を
有
す
る
大

 
名
を
言
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
例
え
ば
、
 
『
史
記
」
に
は
、
 
「
孟
嘗
君
ハ
時
二
斉
二
相
タ
リ
テ
、
万
戸
二
二

 
 
（
せ
つ
・
地
名
）
二
封
ゼ
ラ
ル
。
」
 
〈
巻
七
十
五
「
孟
嘗
君
列
伝
」
〉
と
あ
り
、

 
「
文
帝
日
ク
、
惜
イ
カ
ナ
、
子
（
し
・
李
広
を
ざ
す
）
ノ
時
二
遇
ハ
ザ
ル
ハ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 

 
如
（
も
）
シ
子
ヲ
シ
テ
高
帝
ノ
時
二
当
タ
ラ
シ
メ
バ
、
万
戸
侯
ハ
量
二
道
（
い
）

 
フ
ニ
足
ラ
ン
ヤ
。
」
 
〈
身
繕
九
「
李
将
軍
列
伝
」
〉
と
あ
る
。
ま
た
、
 
『
本
朝

 
文
章
」
に
も
、
「
然
う
バ
則
チ
、
父
ハ
栄
班
二
登
リ
テ
五
品
ノ
号
二
食
ル
ヲ

、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
得
、
子
ハ
初
枕
二
返
リ
テ
猶
ホ
万
戸
ノ
侯
二
勝
ラ
ン
。
」
入
巻
六
・
大
江
朝
倉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
「
申
二
譲
爵
一
」
〉
と
か
、
「
彼
ノ
万
戸
ノ
侯
ス
ラ
之
ヲ
貧
ル
可
カ
ラ
ズ
。
況
ン
ヤ

 
一
郡
ノ
守
二
於
イ
テ
ヲ
ヤ
。
」
 
〈
巻
七
．
・
藤
原
行
成
「
豊
肥
報
状
二
▽
と
か
の

 
用
例
が
見
え
ろ
。
た
だ
し
、
本
詩
の
用
例
の
場
合
は
、
第
六
句
目
の
「
千
金
」

 
の
対
語
で
あ
め
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
万
」
は
不
特
定
多
数
を

 
指
示
す
る
数
詞
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
広
大
な
封
土
を
い
た
だ
く

 
意
で
あ
ろ
う
。

 
 
な
お
、
わ
が
律
令
制
の
規
定
に
庵
、
や
は
り
皇
族
や
諸
臣
に
俸
禄
と
し
て
賜

 
わ
っ
た
封
戸
（
ふ
ご
）
の
・
こ
と
、
す
な
わ
ち
食
封
（
じ
き
ふ
）
の
こ
と
が
あ

 
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
 
「
凡
ソ
五
常
ナ
ル
者
ハ
、
一
品
二
八
百
戸
・
二
品
二
六

 
百
戸
二
二
口
阻
二
四
百
戸
・
四
品
二
三
百
戸
（
内
親
王
ハ
減
半
減
ヨ
。
）
。
太
政

 
大
臣
二
一
二
千
戸
・
左
右
ノ
大
臣
二
二
千
戸
・
大
納
言
二
八
百
戸
（
若
シ
理
ヲ
以

 
テ
解
官
シ
、
及
ビ
致
仕
セ
ン
者
ハ
丁
半
セ
ヨ
。
）
。
正
一
位
三
二
百
戸
・
従
一

 
位
二
二
百
六
十
戸
・
正
二
位
二
二
百
戸
・
従
二
位
一
二
百
七
十
戸
・
正
三
位
二

 
一
百
三
十
戸
・
従
三
位
二
一
百
戸
。
其
ノ
五
位
以
上
ハ
、
食
封
ノ
例
二
心
ラ

 
ズ
。
」
 
〈
『
令
義
解
』
巻
四
「
禄
令
」
〉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、

 
「
万
戸
」
は
、
太
政
大
臣
正
一
位
の
そ
れ
の
三
倍
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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○
清
歌
豊
島
是
千
金
 
第
四
句
目
の
「
鳥
」
の
清
ら
か
さ
を
承
け
る
。
こ
れ

は
、
こ
れ
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
る
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
、
そ
の
た
め
の
精

神
的
な
満
足
感
を
、
 
「
募
銭
」
を
手
に
す
る
と
い
う
物
質
的
な
満
足
感
の
尺
度

に
置
き
換
え
て
（
馨
画
し
て
）
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
一
句
で
あ
る
。

 
「
清
歌
」
と
は
、
第
五
句
目
の
「
落
蕊
」
の
対
語
で
、
文
字
通
り
に
清
ら
か

な
「
鳥
」
の
声
を
指
示
す
る
。
こ
の
場
合
の
「
鳥
」
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
 
「
鶯
」
の
ご
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
鳴
き
声
を
、
ま
ず
「
歌
」
と

し
て
と
ら
え
る
発
想
の
背
後
に
は
、
「
舞
腰
顧
問
（
な
ん
）
ゾ
柳
二
及
バ
ン
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

歌
舌
振
鶯
二
如
カ
ズ
（
歌
区
点
・
如
・
鶯
）
。
」
〈
「
白
楽
天
詩
後
集
」
巻
十
一

「
洛
橋
寒
食
日
十
韻
」
〉
と
い
う
よ
う
な
詩
句
の
存
在
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
 
「
鶯
」
こ
そ
最
も
素
晴
ら
し
い
歌
い
手
で
あ
る
、
と
白
居
易
も

言
っ
て
い
る
℃
勿
論
、
そ
の
最
も
素
晴
ら
し
い
歌
い
手
で
あ
る
「
鶯
」
の
声

を
、
次
ぎ
に
「
清
」
で
あ
る
と
改
め
て
と
ら
え
な
お
す
た
め
に
は
、
例
え
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
む

さ
ら
に
、
「
鶯
声
ハ
円
滑
ニ
シ
テ
耳
ヲ
清
ム
ル
ニ
堪
へ
（
鶯
声
円
滑
堪
レ
清
レ
耳
）
、

花
艶
ハ
鮮
明
ニ
シ
テ
身
ヲ
照
ラ
サ
ン
ト
欲
ス
。
」
〈
「
宋
曲
芸
裁
集
」
巻
五
・

丁
謂
「
公
舎
春
日
」
〉
と
い
う
詩
句
に
見
ら
れ
る
と
同
様
の
発
想
の
存
在
が
本

詩
の
作
者
に
も
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
 
「
山
林
心
入
ゾ
テ
初
メ
テ
影
ヲ
息
（
や

す
）
ム
ル
ヲ
喜
ビ
、
朝
市
酔
筆
（
は
し
）
リ
テ
久
シ
ク
生
ヲ
労
ス
ル
厭
フ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

（
中
略
）
弦
，
レ
ヨ
リ
耳
石
（
に
か
い
）
ハ
応
二
清
浄
ナ
ル
ベ
ク
、
見
（
き
）
ク

ヲ
免
レ
ン
鰍
鰍
タ
ル
殿
誉
ノ
声
。
」
 
〈
「
白
楽
天
詩
集
」
巻
十
六
「
香
炉
蚕

下
、
新
ト
ニ
山
居
5
草
堂
初
耳
、
偶
題
コ
東
壁
一
。
重
題
其
一
」
〉
と
い
う
詩
句
，

に
見
ら
れ
る
と
同
様
の
人
生
哲
学
と
そ
れ
に
よ
る
体
験
の
存
在
が
本
心
の
作
者

に
も
必
要
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 
「
鶯
」
の
声
が
い
か
に
「
耳
ヲ

清
ム
ル
」
に
十
分
な
ほ
ど
に
な
め
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
人

「
本
朝
三
三
」
全
注
釈
㈲
亀

、

が
す
べ
か
ら
ぐ
「
耳
界
」
 
（
音
の
き
こ
え
る
範
囲
）
を
清
ら
か
に
し
、
俗
念
を

断
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
清
」
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
今
、
本
詩
（
上
の
1
0
）
の
作
者
も
ま
た
、
き
っ
と
、
最
も
素
晴
ら
し
い

歌
い
手
で
あ
る
「
鶯
」
の
、
そ
の
「
耳
ヲ
清
ム
ル
」
に
十
分
な
ほ
ど
に
な
め
ら

か
な
声
に
、
 
「
耳
界
」
を
「
清
浄
」
に
し
て
一
心
に
耳
を
傾
け
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
な
お
、
詩
語
と
し
て
の
「
清
歌
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
 
「
清
歌
ハ
新
声
ヲ
散

ジ
、
緑
酒
ハ
芳
顔
ヲ
開
ク
。
」
 
〈
「
陶
淵
明
集
」
群
民
、
「
諸
人
共
游
二
周
置
墓

三
下
己
〉
と
い
う
巽
中
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
な
ど
は
（
清

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

ら
か
で
澄
ん
だ
人
の
声
の
意
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

 
ま
た
、
 
「
清
歌
」
の
意
味
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
清
ら
か
な
歌
」
と

い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
 
「
管
絃
無
し
で
う
た
う
撃
茎
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
「
案
ズ
ル
ニ
、
魏
・
晋
ノ
世
ニ
ハ
、
冬
型
有
リ
テ
善
ク
旧
曲
ヲ
寒
葵
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

宋
識
ハ
善
ク
節
ヲ
撃
チ
テ
唱
和
シ
、
陳
左
ハ
善
ク
秀
歌
シ
、
列
和
早
笛
ヲ
吹

キ
、
都
索
ハ
善
ク
箏
ヲ
弾
キ
、
朱
生
ハ
善
ク
琵
琶
シ
、
尤
も
新
声
ヲ
発
ス
。
」

〈
「
晋
書
」
巻
二
十
三
「
楽
志
下
」
〉
と
い
う
文
中
に
見
え
る
場
合
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
本
詩
思
の
「
証
歌
」
、
の
場
合
も
、
 
「
清
ら
か
な
歌
」
と
い
う
意
味

の
ほ
か
に
、
 
「
鶯
」
の
声
を
「
管
絃
無
し
で
う
た
う
雑
歌
」
と
聴
き
、
そ
の
意

味
を
も
付
加
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
十
分
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

 
「
両
得
」
は
、
第
五
句
目
の
「
封
来
」
の
対
語
。
「
募
」
は
、
「
説
文
」
に
、

「
募
ハ
、
広
ク
之
ヲ
求
ム
ル
ナ
リ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
広
く
求
め
る
意
。
・
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
「
募
銭
」
の
意
で
あ
り
、
多
く
の
金
銭
を
求
め
そ
れ
を
手
に

入
れ
る
意
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
対
語
の
「
封
」
が
、
一
定
の
領
土
を
あ
た
え
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ら
れ
て
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の

場
合
の
「
募
銭
」
と
は
、
 
「
驚
愕
」
 
（
官
吏
に
対
し
て
給
与
さ
れ
る
米
、
ま
た

は
金
銭
。
）
の
同
義
語
と
も
考
え
ら
れ
る
。
領
土
に
対
す
る
俸
銭
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
・
「
得
」
は
、
「
封
来
」
の
「
来
」
字
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

語
末
に
そ
え
る
助
字
。
機
会
な
ど
に
恵
実
れ
て
「
で
き
る
」
意
を
表
わ
す
。
す

な
わ
ち
、
 
「
募
得
」
で
、
も
し
も
募
銭
（
俸
銭
）
を
求
め
そ
れ
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
と
す
る
と
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
そ
れ
は
な
る
。

 
勿
論
、
第
五
句
目
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
対
句
で
あ
る
こ
の
第
六
．

句
目
の
場
合
も
、
文
法
的
に
は
仮
定
の
条
件
文
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

他
方
、
内
容
的
に
は
讐
喩
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
句
目
を

直
接
的
に
継
承
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
 
「
（
な
ぜ
な
ら
、
春
は
）
谷
に
さ
え
ず

り
歌
ヴ
素
晴
ら
し
い
鳥
の
声
を
こ
の
よ
ヶ
に
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
の

人
生
を
豊
か
に
さ
せ
ま
す
。
」
と
言
っ
で
、
春
の
財
宝
の
一
つ
で
あ
る
「
鳥
」

の
声
の
清
ら
か
さ
と
そ
の
価
値
と
を
詠
じ
た
作
者
は
、
こ
の
第
六
句
目
に
お
い

て
、
そ
の
清
ら
か
さ
と
そ
の
価
値
と
を
讐
喩
表
現
を
使
用
し
て
具
体
化
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
清
ら
か
で
、
ど
れ
ほ
ど
価
値
が

あ
る
の
か
、
と
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
が
「
物
質
的
な
豊

か
さ
」
と
い
う
尺
度
に
置
き
換
え
ら
れ
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

 
「
千
金
」
は
、
第
五
句
目
の
「
万
戸
」
の
対
語
。
 
「
千
金
」
の
用
法
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

は
、
例
え
ば
、
 
「
吾
ハ
聞
ク
、
漢
ノ
我
が
頭
ヲ
千
金
・
邑
万
戸
二
購
（
あ
が
な
）

フ
、
ト
。
」
 
〈
『
史
記
』
巻
七
「
項
羽
本
紀
」
〉
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
そ
の

注
に
、
「
正
義
二
日
ク
、
漢
ハ
一
斤
ノ
金
ヲ
以
テ
一
金
ト
為
シ
、
一
万
銭
二
当
．

ツ
ル
ナ
リ
。
」
と
あ
る
（
な
お
、
ご
の
「
史
記
」
の
引
用
文
中
に
Y
 
「
千
金
」

と
と
も
に
「
万
戸
」
が
対
語
と
し
て
同
時
に
使
用
ざ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
使

用
の
同
時
性
か
ら
．
本
質
と
の
か
か
わ
り
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
）
。
た
だ

・
し
、
本
詩
の
場
合
は
、
第
五
句
目
の
「
万
戸
」
と
同
様
、
不
特
定
多
数
を
指
示

す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
大
金
、
も
し
く
は
高
価
な
意
。
そ
の
「
鳥
」
の
声

は
、
な
ん
と
清
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 
「
精
神
的
な
安
ら
ぎ
」
を

人
び
と
に
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
っ
た
ら
、
例
え
ば
、

「
千
金
」
と
い
う
大
金
の
「
募
銭
」
（
俸
銭
）
を
手
に
入
れ
た
時
の
、
「
物
質
的

な
豊
か
さ
」
に
対
す
る
満
足
感
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
・
い
や
、

き
っ
と
そ
れ
以
上
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
'
そ
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
。

 
「
花
鳥
春
薗
部
」
の
詩
題
に
即
し
て
、
 
「
花
」
ど
「
鳥
」
と
を
春
の
財
宝
と

し
て
と
ら
え
た
作
者
は
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
、
財
宝
と
し
て
の
物
質
的

な
価
値
は
ど
れ
ほ
ど
な
の
か
、
そ
れ
を
具
体
的
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
 
「
鳥
」
の
声
の
清
ら
か
さ
を
、
春
の
財
宝
と
し
て
は
「
千
金
」
に

も
匹
敵
す
る
ほ
ど
だ
、
と
言
っ
て
い
る
作
者
の
こ
う
し
た
発
想
の
背
後
に
は
、

 
 
 
 
 
り
 
 
む

恐
ら
く
、
 
「
千
金
一
軒
（
て
き
・
な
げ
う
つ
意
）
シ
テ
春
芳
（
芳
香
の
あ
る
春

の
花
）
ヲ
買
ハ
ン
。
」
 
〈
『
李
太
白
詩
集
」
巻
十
三
「
自
二
漢
陽
一
病
レ
野
帰
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

寄
二
王
明
府
一
。
」
〉
と
か
、
 
「
千
金
惜
シ
ム
莫
カ
レ
青
春
（
春
の
こ
と
）
ヲ
買

フ
ニ
。
」
 
〈
『
竪
縞
既
裁
集
』
丁
謂
「
公
舎
春
日
」
〉
と
か
の
詩
句
中
に
見
え

 
 
 
 
む
 
 
む

る
、
春
は
千
金
に
も
ま
し
て
素
晴
ら
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
発
想
と
類
似
の
も

の
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

○
為
吾
未
有
漏
和
徳
 
 
「
唱
和
」
は
、
の
ど
か
な
春
の
気
候
の
意
。
春
気
が
融

和
す
る
こ
と
を
い
う
。
 
「
徳
」
・
は
、
め
ぐ
み
・
さ
い
わ
い
の
意
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
例
え
ば
、
ま
ず
、
 
「
維
（
こ
）
レ
ニ
十
九
年
（
時
ハ
中
春
二
三
リ
テ
、
陽
和

ハ
方
（
ま
さ
）
二
起
コ
ル
。
」
〈
『
史
記
」
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
〉
と
い
う

一
文
が
見
え
る
。
文
申
の
「
中
春
」
と
は
、
「
仲
春
」
に
同
じ
で
、
そ
の
注
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に
、
・
「
正
義
二
日
ク
、
中
日
音
仲
。
古
者
ハ
帝
王
三
賀
ス
ル
ニ
㍉
常
二
申
月
ヲ

以
テ
ス
。
」
と
あ
る
通
り
。
つ
ま
り
、
春
二
月
を
い
う
。
春
二
月
に
な
っ
て
、

今
や
春
気
が
よ
う
や
く
融
和
し
は
じ
め
た
、
と
こ
の
例
文
は
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
注
日
H
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
次
ぎ
に
、
 
「
（
季
春
ノ
月
）
是
ノ
月
ヤ
、
、
生
気
土
方
二
型
ン
ニ
、
陽
気
ハ

発
泄
（
は
っ
せ
つ
・
発
散
す
る
意
）
．
ス
。
句
者
（
こ
う
し
ゃ
・
地
中
の
昆
虫
）
・

ハ
畢
（
こ
と
じ
ど
）
ク
出
デ
、
萌
者
（
草
木
の
芽
〉
ハ
尽
ク
達
（
と
ほ
）
ル
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

以
テ
内
ニ
ス
可
カ
ラ
ズ
。
天
子
仁
徳
ヲ
布
キ
テ
恵
ヲ
行
ヒ
、
有
司
（
役
人
）
二

命
ジ
テ
、
倉
魔
・
（
さ
う
り
ん
・
米
倉
）
ヲ
発
キ
テ
貧
窮
二
賜
ヒ
、
謝
絶
ヲ
振

 
（
す
く
）
ハ
シ
ム
。
府
庫
ヲ
開
キ
テ
幣
吊
（
銭
と
絹
）
ヲ
出
ダ
シ
、
、
天
下
二
周

 
（
あ
ま
ね
）
ク
セ
シ
ム
。
諸
侯
二
勉
（
す
す
）
メ
テ
、
名
士
ヲ
聰
（
ま
ね
）

キ
、
賢
者
ヲ
下
陰
シ
ム
。
、
」
 
〈
「
登
記
」
第
六
「
月
令
」
〉
と
い
う
一
文
が
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

え
る
。
こ
の
一
文
で
は
、
春
三
月
に
な
る
と
、
「
生
気
方
盛
、
陽
気
発
泄
。
」

す
る
と
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
さ
き
の
「
秦
始
皇
本
紀
」
の

．
一
文
の
意
味
と
重
ね
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
春
二

月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
融
和
し
は
じ
め
た
春
気
が
、
そ
の
あ
と
、
春
三
月
に
な

っ
て
生
物
の
活
気
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
さ
ら
に
天
地
に
充
満
し
、
発
散
す

る
、
と
。
 
「
月
寒
」
中
に
見
え
る
「
陽
気
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
物

を
活
気
付
け
る
と
こ
ろ
の
「
春
気
」
の
こ
と
で
あ
め
、
二
秦
但
書
本
紀
」
中
の

「
陽
和
」
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。

 
春
二
月
に
な
る
と
春
気
が
融
和
し
は
じ
め
、
春
三
月
に
な
る
と
そ
れ
が
充
満

し
発
散
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
春
三
月
と
は
、
春
気
の
発
散
す
る
時
季
で

あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
 
「
月
令
」
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
春
三
月
を
迎

え
て
、
置
天
子
は
、
「
布
レ
徳
行
・
恵
」
政
策
を
実
施
す
み
と
い
う
。
つ
ま
り
、
徳

「
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
㊧

政
を
ほ
ど
こ
し
、
慈
恵
に
つ
と
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
二
つ

の
点
に
こ
こ
ろ
が
け
る
こ
と
だ
と
い
う
。
一
つ
は
、
役
人
に
命
令
を
発
し
、
米

倉
を
開
け
て
食
糧
を
貧
窮
者
た
ち
に
分
配
さ
せ
た
り
、
、
さ
ら
に
国
庫
を
放
ち
、

銭
や
絹
な
ど
の
物
資
を
天
下
に
流
通
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。
二
つ
は
、
諸
侯
に

説
き
す
す
め
、
そ
れ
ぞ
れ
名
士
を
招
聰
さ
せ
た
り
、
賢
者
を
礼
遇
さ
せ
た
り
す

る
こ
と
。
以
上
の
二
点
を
、
春
三
月
を
迎
え
て
天
子
は
こ
こ
ろ
が
け
る
の
だ
、

と
「
月
回
」
で
は
言
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
さ
て
、
本
詩
が
詠
じ
ら
れ
た
作
文
会
は
、
寛
弘
三
年
三
月
二
十
四
日
の
道
長

邸
で
の
そ
れ
で
あ
っ
た
〈
『
権
記
』
同
日
条
〉
。
ま
さ
し
く
、
本
寺
が
春
三
月

の
、
そ
れ
も
下
旬
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ

る
。
作
者
は
、
眼
前
に
展
開
す
る
春
三
月
の
素
晴
ら
し
い
景
色
を
ま
ず
歌
っ

た
。
確
か
に
、
そ
れ
は
春
三
月
の
素
晴
ら
し
い
景
色
で
あ
っ
た
。
林
に
ヒ
ラ
ヒ

ラ
と
乱
れ
散
っ
て
い
る
美
し
い
花
ビ
ラ
は
、
人
々
の
寿
命
を
な
が
ら
え
さ
せ
る

ほ
ど
だ
し
、
谷
に
さ
え
ず
り
歌
う
清
ら
か
な
鳥
の
声
は
、
人
々
の
人
生
を
豊
か

に
さ
せ
る
ほ
ど
だ
。
前
者
は
、
た
と
え
ば
一
万
戸
の
封
土
を
与
え
ら
れ
た
時
の

よ
う
な
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
後
者
は
、
た
と
え
ば
一
千
金
の
募
銭
 
（
俸

銭
）
を
手
に
し
た
時
の
よ
う
な
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
ち
が
い
な
く
職

眼
前
の
景
色
は
春
三
月
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
こ
ま
で
歌
っ

て
、
ふ
と
、
そ
の
春
三
月
の
景
色
の
中
に
身
を
置
く
我
が
身
の
上
を
考
え
る
。

そ
し
て
、
強
い
違
和
感
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
な
ぜ
か
。
 
「
月

令
」
の
記
述
と
の
食
い
違
い
を
そ
こ
に
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。

 
作
者
は
自
問
自
答
し
て
み
る
。
季
節
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
春
三
月
の
は
ず

だ
。
見
れ
ば
、
確
か
に
、
林
に
は
花
ビ
ラ
が
乱
れ
散
っ
て
い
る
。
聞
け
ば
、
確

か
に
、
谷
に
は
鳥
の
声
が
清
ら
か
に
響
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
風
景
は
、
ま
ぎ
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れ
も
な
く
春
三
月
そ
の
も
の
だ
。
間
違
い
は
な
い
。
あ
た
軌
に
は
、
春
気
が
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
あ
の
「
月
令
」
の
記
述
は
偽
り
な
の
か
。

あ
の
、
春
三
月
を
迎
え
る
と
、
天
子
は
徳
政
を
ほ
ど
こ
し
、
慈
恵
に
つ
と
め
る

と
い
う
記
述
は
、
偽
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
あ
る
は
ず
が
な

い
。
 
「
月
令
」
の
記
述
に
、
間
違
い
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
現
に
、
本
日
の

作
文
会
に
小
生
ご
と
き
が
招
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 
「
月
令
」
の
記
述
に
、

「
（
天
子
）
勉
二
諸
侯
［
、
贈
二
名
士
一
、
礼
二
賢
者
一
。
」
と
あ
る
こ
之
に
よ
る
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
も
う
一
点
、
「
月
令
」
に
記
述
さ
れ
た
天
子
の
具
体

的
な
施
策
の
う
ち
の
、
も
う
一
点
の
方
は
、
い
ま
だ
我
が
身
の
上
に
及
ん
で
い

る
と
は
思
え
な
い
。
米
倉
や
国
庫
を
開
放
し
て
、
小
生
の
如
き
貧
窮
者
に
救
済

の
手
を
さ
し
の
べ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
。
そ
の
救
済
の
手
は
、
い
ま
だ
我
が

身
の
上
に
及
ん
で
は
い
な
い
。
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
月
令
」
の
記
述
が

偽
り
で
あ
る
た
め
な
め
か
。
そ
れ
と
も
、
眼
前
の
春
三
月
の
風
景
が
ま
ぼ
ろ
し

だ
か
ら
な
の
か
。
い
や
、
二
つ
と
も
、
偽
り
で
も
な
く
、
ま
ぼ
ろ
し
で
も
な

い
。
で
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
う
だ
、
き
っ
と
小
生
の
身
の
上
に
だ
け
、

小
生
の
身
辺
に
だ
け
、
い
ま
だ
春
三
月
が
訪
れ
て
い
な
い
た
め
な
の
だ
。
小
生

だ
け
が
春
三
月
の
来
訪
を
い
ま
だ
受
け
て
い
な
い
た
め
に
違
い
な
い
。
小
生
一

人
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
眼
前
の
景
色
、
林
の
花
ビ
ラ
も
谷
の
鳥

の
声
も
す
っ
か
り
春
三
月
の
来
訪
を
喜
び
迎
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
日
の
作

文
会
に
同
席
の
、
主
人
の
道
長
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
晴
れ
が
ま
し
い
満
ち

足
り
た
様
子
は
、
ど
う
だ
。
春
三
月
の
来
訪
を
心
か
ら
喜
び
迎
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
に
比
べ
．
て
、
い
ま
だ
春
三
月
の
来
訪
を
受
け
て
い

な
い
う
一
人
取
り
残
さ
れ
た
小
生
の
哀
れ
さ
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。

 
以
上
が
、
作
者
の
自
問
自
答
で
あ
る
が
、
本
詩
の
第
七
句
目
の
、
 
「
為
二
吾

未
7
有
二
陽
和
徳
［
は
、
そ
う
し
た
、
眼
前
の
春
三
月
の
景
色
と
、
そ
れ
を
目

に
し
耳
に
し
て
い
る
作
者
自
身
の
身
の
上
と
の
間
に
横
た
わ
る
違
和
感
に
つ
い

て
言
及
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
違
和
感
は
、
上
記
の
「
月
令
」

の
記
述
か
ら
生
ま
れ
、
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
詩
語
と
し
て
の
「
陽
和
」
の
使
用
例
を
見
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る

の
は
、
銭
起
の
七
律
「
闘
下
戸
一
一
斐
舎
人
一
」
 
〈
『
唐
詩
選
」
巻
五
所
収
〉
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 

う
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
 
「
二
且
ノ
丁
霊
（
く
わ
う
り
・
う
ぐ
い
す
）
ハ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
む

上
林
（
上
林
苑
）
二
飛
ビ
、
…
…
陽
和
モ
散
ゼ
ズ
窮
途
ノ
恨
ミ
（
陽
和
不
・
散
窮

む
 
 
む

途
恨
）
、
雪
漢
（
せ
う
か
ん
・
大
空
）
玉
響
ク
懸
ク
捧
日
ノ
心
（
天
子
へ
の
忠

誠
心
）
。
賦
ヲ
献
ジ
テ
十
年
ナ
ル
ニ
猶
ホ
未
ダ
遇
セ
ラ
レ
ズ
、
惹
ヅ
ラ
ク
ニ
白

髪
（
銭
起
を
さ
す
）
ー
ヲ
将
（
も
つ
）
テ
華
讐
．
（
か
し
ん
．
華
や
か
な
か
ん
ざ
し
．

高
官
の
斐
舎
人
を
さ
す
。
）
二
対
ス
ル
ヲ
。
」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
■

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

合
、
時
季
は
春
二
月
で
あ
る
が
、
 
「
黄
蓮
」
の
声
に
銭
起
は
耳
を
傾
け
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
「
り
も
、
 
「
陽
和
不
レ
散
窮
途
恨
」
と
言
っ
て
い
る
。
勿

論
、
 
「
陽
和
」
と
は
、
こ
の
場
合
も
、
暖
か
い
春
の
気
候
（
春
気
）
を
意
味
し

（
上
記
の
「
秦
始
皇
本
紀
」
に
、
 
「
時
在
二
七
春
一
、
．
直
和
方
起
。
」
と
あ
っ

た
。
）
、
同
時
に
、
衷
も
な
く
（
翌
月
の
春
三
月
に
）
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

は
ず
の
天
子
の
「
布
レ
徳
行
レ
恵
」
 
〈
「
月
令
」
〉
政
策
を
暗
示
し
て
い
る
に
違

い
な
い
。
銭
起
も
、
彼
自
身
の
身
の
上
に
だ
け
、
い
っ
こ
う
に
「
蒸
和
」
が
訪

れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
悲
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
の
、
そ
の

「
窮
七
会
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
・
「
献
・
賦
十
年
喪
章
・
遇
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
が
、
天
子
へ
の
忠
誠
心
を
常
に
抱
き
な
が
ら
不
遇
な
身
の
上
を
嘆
く

銭
起
の
こ
う
し
た
苦
し
い
思
い
は
、
ま
さ
し
く
本
詩
（
上
の
1
0
）
の
作
者
・
大
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江
通
直
の
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
、
 
「
陽
和
」
と
い
う
同
じ
詩
語
が
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
体

験
に
基
づ
く
同
じ
「
こ
こ
ろ
」
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

ろ
。 

次
ぎ
に
、
 
「
陽
和
」
の
使
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
白
居
易
の
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
む
 
 
む

言
長
律
「
自
二
江
州
司
馬
一
面
二
忠
州
旗
史
一
。
春
色
二
三
沢
［
、
柳
二
二
鄙
誠
一
。
」

〈
『
白
楽
天
詩
集
」
巻
十
七
〉
中
に
見
え
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
作
者

が
、
江
州
司
馬
か
ら
忠
州
刺
史
に
栄
転
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
そ
の

天
子
の
恩
沢
の
有
り
難
さ
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
「
雷
電
ハ

時
令
（
春
と
い
う
時
節
）
ヲ
頒
（
わ
）
ケ
、
唱
和
ハ
逆
鉾
（
冬
と
い
う
時
節
）

 
 
 
 
む
 
 
む

ラ
変
ズ
（
愈
愈
変
二
歳
寒
一
）
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
陽
和
」
と
は
、

春
気
の
融
和
す
る
意
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
は
っ
き
り
と
、
わ
が
身
が
忠

州
刺
史
に
栄
転
で
き
る
喜
び
と
、
そ
の
有
難
い
天
子
の
「
布
・
徳
行
・
恵
」
〈
「
月

令
」
〉
政
策
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
白
居
易
が
忠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む
 
む
 
む
 
ぴ

州
刺
史
を
拝
命
し
た
の
は
、
元
和
十
三
年
〈
八
一
八
〉
十
二
月
二
十
日
〈
四
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

七
歳
〉
で
あ
り
、
翌
年
の
元
和
十
四
年
春
に
江
州
を
出
発
し
、
三
月
二
十
八
月

に
忠
心
に
到
着
し
て
い
る
〈
花
房
英
樹
『
白
居
易
研
究
」
自
一
六
頁
〉
。
）
。

そ
の
こ
と
は
、
対
語
で
あ
る
「
雷
電
」
が
、
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
雷
鳴
の
意
で

あ
る
と
と
も
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
子
の
恩
命
の
意
に
比
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
白
居
易

も
、
こ
の
詩
の
「
陽
和
」
と
い
う
詩
語
の
中
に
、
春
気
が
融
和
す
る
意
と
と
も

に
、
詩
題
に
見
え
る
「
三
沢
（
天
子
の
恩
沢
）
ヲ
荷
フ
」
意
を
付
加
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
も
う
一
つ
、
 
「
陽
和
」
の
使
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菅
原
道
真
の

「
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
㊧

七
律
「
早
春
、
侍
二
心
仁
寿
殿
一
、
同
賦
二
春
暖
一
、
応
・
製
。
井
序
。
」
 
〈
「
菅

家
文
草
』
巻
二
〉
中
に
見
え
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
 
「
春
風
ト
応
化
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

惣
（
す
べ
）
テ
重
富
ニ
シ
テ
（
春
風
聖
化
長
陽
和
）
」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
し
く
、
こ
こ
で
も
、
 
「
陽
和
」
と
い
う
詩
語
が
「
春
風
」
と
「
聖
化
」
と

の
両
方
の
意
に
掛
け
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
気
が
融

和
す
る
と
と
も
に
、
春
風
が
吹
き
は
じ
め
、
夫
子
の
仁
政
が
執
り
行
な
わ
れ
る

の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。

 
最
後
に
、
「
徳
」
・
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
「
め

ぐ
み
・
さ
い
わ
い
」
の
意
で
あ
る
が
、
そ
の
類
似
の
用
例
と
し
て
は
、
 
「
陽
春

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む

ハ
徳
沢
ヲ
布
キ
（
陽
春
布
一
徳
沢
一
）
、
万
物
ハ
光
輝
ヲ
生
ズ
。
」
〈
『
古
詩
源
」

巻
三
「
長
歌
行
」
〉
な
ど
の
詩
句
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
 
「
陽
春
」
 
（
あ
た
た
か

な
春
の
時
節
）
が
「
徳
沢
」
 
（
め
ぐ
み
）
を
も
た
ら
す
、
と
言
っ
て
い
る
。
と

 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

り
わ
け
、
 
「
陽
春
」
と
「
徳
沢
」
の
結
び
つ
き
方
が
注
目
さ
れ
る
。

○
髪
雪
甚
寒
任
陸
沈
 
「
五
経
」
は
、
頭
髪
に
白
毛
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と

を
、
頭
に
雪
を
い
た
だ
く
こ
と
に
喩
え
て
い
う
。
そ
の
用
例
と
し
て
は
、
 
「
漠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
お
む
 
 

漠
ト
シ
テ
眼
花
ヲ
病
ミ
、
星
星
（
白
い
た
と
え
）
ト
シ
テ
髪
雪
ヲ
愁
フ
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

く
『
臼
楽
天
詩
集
」
昌
昌
「
別
二
行
簡
一
」
〉
や
δ
 
「
髭
毛
ハ
病
二
言
ヒ
テ
双
ビ

 
む二

雪
ノ
如
ク
、
心
緒
ハ
秋
二
逢
ヒ
テ
一
二
灰
二
重
タ
リ
。
」
 
〈
同
上
・
巻
十
六

「
百
花
亭
志
望
夜
帰
」
〉
や
、
 
「
宿
雨
ハ
況
ン
や
復
タ
塵
ノ
ゴ
ト
ク
眼
二
心
フ

 
 
 
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

ヲ
ヤ
、
髪
百
八
還
ツ
テ
応
二
雪
ノ
ゴ
ト
ク
頭
二
満
ツ
ル
ベ
シ
。
」
 
〈
『
感
受
陵

詩
集
」
早
早
「
寄
＝
杜
位
こ
〉
な
ど
の
詩
句
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

た
、
菅
原
道
真
な
ど
も
、
 
「
蹉
蛇
タ
リ
髪
雪
ト
心
灰
ト
。
」
 
〈
『
菅
家
文
草
」

巻
六
「
海
上
春
意
」
〉
と
言
づ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
勿
論
、
本
詩
（
上
の
1
0
）
の
場
合
も
、
 
「
養
雪
」
と
い
う
詩
語
は
、
年
老
い
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た
作
者
の
自
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
「
寒
」
は
、
 
「
ひ
ゆ
・
こ
ご
ゆ
」
と
訓
じ
、
寒
ざ
に
凍
え
る
意
。
 
「
寒
凍
」

 
サ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
む

に
同
じ
。
な
お
、
意
味
的
に
は
、
 
「
寒
冒
」
（
貧
し
い
学
者
）
や
「
寒
雲
」
 
（
貧

し
い
人
）
な
ど
の
用
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
．
「
貧
し
い
」
意
を
も
こ
こ
で
は
掛

け
て
い
る
。
頭
髪
に
ま
じ
る
白
毛
層
「
雪
」
に
見
立
て
た
た
め
に
、
そ
の
縁
語

と
し
て
．
「
寒
」
・
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
「
陸
沈
」
に
つ
い
て
は
㌃
」
「
大
漢
和
辞
典
」
 
〈
諸
橋
轍
次
〉
に
三
通
り
の
意

味
を
の
せ
る
。
今
、
そ
れ
ら
層
第
一
義
・
第
二
義
・
第
三
義
と
し
て
見
て
ゆ

き
、
そ
の
ヶ
ち
の
ど
れ
が
本
詩
の
意
味
に
近
い
か
を
考
え
．
て
み
た
い
。
あ
わ
せ

て
出
典
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
」

 
ま
ず
、
第
一
「
義
的
に
は
、
、
「
陸
沈
」
と
は
陸
に
沈
む
意
で
、
 
「
大
隠
」
 
（
俗

世
間
に
住
み
、
表
面
的
に
は
俗
人
と
変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
る
隠
者
）
の

こ
と
を
指
示
し
て
い
み
と
す
る
。
市
井
に
隠
れ
住
む
隠
者
の
こ
と
で
あ
る
。

『
荘
子
』
八
「
則
陽
」
篇
〉
に
は
、
 
「
仲
尼
日
ク
、
是
レ
聖
肝
属
（
と
も
が
ら
）

 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 

ナ
リ
。
是
レ
自
ラ
民
二
埋
（
う
つ
も
）
レ
、
盲
ラ
畔
（
く
ろ
）
二
蔵
（
か
ぐ
Y

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
む

ル
。
其
ノ
声
ハ
鎗
（
き
）
エ
、
其
ノ
志
山
南
マ
リ
無
シ
。
其
ノ
ロ
ハ
言
フ
ト
錐

む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

モ
、
其
ノ
心
ハ
未
ダ
嘗
（
か
っ
．
）
テ
言
ハ
ズ
。
方
（
ま
さ
）
二
世
ト
違
ヒ
テ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

心
ハ
之
ト
倶
ニ
ス
ル
ヲ
屑
（
い
さ
ぎ
ょ
）
シ
ト
セ
ザ
ラ
ン
ト
ス
。
是
レ
陸
沈
者

ナ
刃
。
是
レ
其
レ
市
警
宜
僚
ヵ
。
、
」
と
あ
り
（
そ
の
郭
象
注
に
、
h
陸
沈
者
ト

ハ
、
人
中
ノ
隠
者
ヲ
、
水
無
ク
シ
テ
沈
ム
ニ
讐
フ
ル
ナ
リ
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
．

『
史
記
」
 
〈
巻
百
二
十
六
「
滑
稽
列
伝
」
〉
に
も
、
 
「
（
東
方
）
朔
日
ク
、
朔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

等
ノ
如
キ
ハ
、
．
所
謂
（
い
わ
ゆ
る
）
世
ヲ
朝
廷
ノ
問
二
男
ク
ル
者
ナ
リ
。
古
ノ
，

人
ハ
、
乃
チ
世
ヲ
深
山
ノ
中
二
「
避
ク
ル
、
ト
。
時
二
席
中
二
坐
シ
、
言
笑
（
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

け
な
は
）
ナ
リ
シ
ニ
、
地
二
拠
リ
テ
歌
ヒ
テ
日
ク
、
俗
心
陸
沈
シ
、
世
ヲ
金
馬
、

 
 
 
 
 
レ
 
む
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

門
二
三
ク
。
宮
殿
ノ
中
、
以
テ
世
ヲ
避
ケ
テ
身
ヲ
全
ク
ス
可
シ
。
何
ゾ
必
ズ
シ

モ
深
山
ノ
申
、
蕎
盧
（
か
う
ろ
・
草
深
い
い
お
り
）
ノ
下
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ン

ヤ
。
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
、
「
索
隠
二
日
ク
、
司
馬
彪
云
フ
、
水
無
ク
シ
テ

沈
ム
ヲ
謂
フ
ナ
リ
。
．
」
と
あ
る
。

 
以
上
の
「
荘
子
」
・
や
「
史
記
」
の
例
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
第
一
義
的
に

は
、
 
「
陸
沈
者
」
と
は
、
 
「
大
隠
」
の
こ
ど
を
言
う
の
で
あ
り
、
市
井
に
隠
れ

住
む
隠
者
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
第
一
義
的
な
意
味

と
い
っ
て
も
、
「
荘
子
」
の
そ
れ
と
「
史
記
」
の
そ
れ
と
に
は
、
厳
密
に
言
っ
．

て
、
多
少
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
．
そ
れ
ぞ
れ
の
注
に
は
、
同
じ

よ
う
に
、
 
「
水
無
ク
シ
テ
沈
ム
」
者
な
の
で
、
 
「
陸
沈
者
」
と
言
う
と
あ
り
、

両
者
．
を
同
一
視
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
沈
ム
」
生
活
態
度
に
、
多
少

．
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

 
同
じ
「
陸
沈
者
」
で
あ
り
な
が
ら
、
 
「
荘
子
」
の
そ
れ
は
（
市
南
脇
僚
の
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
と
す
る
。
）
、
 
「
自
埋
レ
民
、
自
蔵
レ
畔
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
介
の
農
民
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
コ
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
む

で
田
園
申
に
隠
遁
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
 
「
其
口
錐
レ
言
、
其
心
二
二
嘗
言
一
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
、
自
己
の
真
実
の
心
の
中
を
ま
っ
た
く
口
外
し
な
い
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
『
史
記
」
の
そ
れ
は
（
東
方
朔
の
こ
と
と
す
る
コ
）
・
、
 
「
所

 
 
む
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
む

謂
避
二
世
於
朝
廷
間
一
挙
也
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
人
の
臣
下
と
レ
て
宮
廷
中

に
隠
遁
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
拠
レ
地
歌
日
、
陸
二
道
於
俗
一
塁
二
世
金
馬
門
一
。

 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
む

宮
殿
中
可
二
以
避
レ
世
全
三
身
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
己
の
真
実
の
心
の
中
を

あ
っ
さ
り
と
口
外
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
そ
の
「
沈
ム
」
場
所
は
、

田
園
中
な
の
で
あ
り
ふ
そ
の
「
沈
ム
」
生
活
態
度
は
、
 
一
介
の
農
民
と
し
て
生

ぎ
な
が
ら
も
、
そ
の
自
己
の
真
実
の
心
の
申
を
ま
っ
た
く
口
外
し
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
者
の
場
合
、
そ
の
「
沈
ム
」
場
所
は
、
宮
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廷
中
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
沈
ム
」
生
活
態
度
は
、
一
人
の
臣
下
と
し
て
生
き

な
が
ら
、
そ
の
自
己
の
真
実
の
心
の
中
を
あ
っ
さ
り
と
口
外
す
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
『
荘
子
」
と
『
史
記
」
の
両
者
に
見
ら
れ
る
「
陸
沈
者
」
に
つ
い
て

の
、
そ
の
多
少
の
差
異
に
も
今
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
能
（
上
の
1
0
）
の
詩
語
「
陸
沈
」
が
、
も

し
も
こ
の
第
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
う
ち
の
ど

ち
ら
を
よ
り
直
接
的
な
出
典
に
し
て
い
る
か
、
容
易
に
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
と

恵
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
史
記
」
の
方
で
あ
る
に

違
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
本
旨
が
詠
じ
ら
れ
た
場
所
は
道
長
の
邸
宅
で
あ
っ
た

が
、
作
者
が
生
活
し
て
い
た
場
所
は
宮
廷
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
本
詩
の
場
所
、
そ
の
「
沈
ム
」
場
所
は
あ
き
ら
か
に
「
史
記
」
の
場
合
と

同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
詩
の
作
者
も
、
あ
っ
さ
り
と
自
警
の
真
実
の

心
の
中
を
口
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
、
 
「
陸

沈
者
」
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
沈
ム
」
生
活
態
度
も
、
 
『
史
記
」
の
場

合
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
馬
何
に
も
ま
し
て
、
本
革
の
作
者
も
「
儒

者
」
 
〈
「
二
中
歴
」
第
十
二
「
儒
者
歴
」
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
も
、
 
『
史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
ロ
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

記
」
の
場
合
の
東
方
朔
が
、
「
古
ノ
伝
書
ヲ
好
ミ
、
経
術
ヲ
愛
ス
ル
ヲ
以
テ
、

博
ク
三
家
ノ
語
ヲ
観
タ
ル
塗
骨
シ
。
」
〈
同
巻
心
二
十
六
「
滑
稽
伝
」
〉
と
言

わ
れ
て
-
い
る
こ
と
と
、
同
様
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
 
，

 
本
詩
の
作
者
も
、
儒
官
乏
し
て
宮
廷
の
中
に
生
活
し
、
自
己
が
「
陸
沈
者
」

で
あ
る
こ
と
を
口
外
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
べ
て

東
方
朔
に
共
通
す
る
。
恐
ら
く
、
本
詩
の
場
合
、
そ
の
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語

が
も
し
も
第
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
「
史
記
』
の
方
．

「
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
㊧

を
よ
り
直
接
的
な
出
典
に
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

 
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
本
詩
の
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語
に
つ
い
て
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
、
第
一
義
的
な
意
味
と
し
て
、
市
井
に
隠
れ
住
む
隠

者
（
大
隠
）
の
こ
と
を
指
示
b
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
し
か
も
、
も
し
も
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
『
史
記
』
 
〈
巻
樽
二
十
六
「
滑
稽
列
伝
」
、
〉
中
の
そ
れ

を
よ
り
直
接
的
な
出
典
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ま
ず
最
初
に
考
え
て

み
た
。

●
次
に
、
第
二
義
的
に
は
、
 
「
陸
沈
」
と
は
、
昔
を
知
っ
て
今
を
知
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
わ
が
道
を
守
っ
て
世
俗
に
流
さ
れ
な
い
こ
と
（
人
）
を
指
示
し
て
い

る
と
す
る
。
ま
さ
し
く
、
「
古
ヲ
知
り
テ
今
ヲ
知
ラ
ザ
ル
」
〈
『
論
衡
』
第
三
十

六
「
謝
短
」
〉
こ
と
（
人
）
を
意
味
ザ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
幽

る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
儒
者
を
批
難
す
る
言
葉
と
し
て
そ
の
中
で
は
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
卦
の
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語
の
場
合
に
も
、
あ
る
い

は
、
そ
の
よ
う
な
第
二
養
的
な
意
味
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
蚤
ゆ

 
上
記
の
「
謝
短
」
篇
に
は
、
儒
者
の
欠
点
が
厳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
申
の
一
文
に
、
「
夫
レ
儒
生
ノ
五
経
ヲ
業
（
つ
と
め
）
ト
ス
ル
ヤ
、
南
面

シ
テ
師
ト
為
り
、
旦
夕
（
た
ん
せ
き
・
朝
も
晩
も
）
二
章
句
ヲ
講
授
シ
、
義
理

（
正
し
い
意
味
）
ヲ
滑
習
（
お
さ
め
な
ら
う
）
セ
シ
メ
、
五
経
ヲ
究
備
ス
ル

ハ
、
可
ナ
リ
。
五
経
ノ
後
、
秦
・
漢
ノ
事
、
知
ル
能
ハ
ザ
ル
坐
卓
、
短
ナ
リ
。

夫
レ
古
ヲ
知
り
今
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
之
ヲ
陸
沈
ト
謂
フ
・
（
縫
目
・
古
不
レ
知
・
今
、

 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

謂
二
之
陸
沈
一
。
）
。
然
う
バ
則
チ
、
儒
生
ハ
所
謂
（
い
わ
ゆ
る
）
陸
沈
ナ
ル
者

む
 
 
む

ナ
ゾ
。
」
と
あ
，
る
。

 
儒
者
は
昔
の
経
典
を
人
々
に
教
授
し
、
そ
れ
を
仕
事
に
し
て
い
る
。
彼
等
は

確
か
に
昔
の
経
典
に
つ
い
て
は
詳
b
い
。
こ
れ
は
長
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
儒
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者
は
経
典
以
後
の
こ
と
、
．
例
え
ば
秦
や
漢
の
新
し
い
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
は

何
も
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
短
所
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
昔
を
知
り
な
が
ら
今
を

知
ら
な
い
こ
と
を
「
陸
沈
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
儒
者
こ
そ
「
陸
．

三
者
」
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
が
そ
の
大
意
で
あ
る
。

 
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
王
充
は
こ
の
「
謝
短
」
篇
に
お
い
て
、
儒
者
の
欠

点
を
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
欠
点
の
由
り
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
、
彼

は
、
結
論
と
し
て
、
「
斯
レ
則
チ
、
坐
守
シ
テ
師
法
（
先
生
の
教
え
）
ヲ
信
ジ
、

頗
ル
博
覧
セ
ザ
ル
ノ
答
（
と
が
め
）
ナ
リ
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
欠
点
は
、

儒
者
が
い
た
ず
ら
に
先
師
の
学
説
に
の
み
固
執
し
、
物
事
を
広
く
見
よ
う
と
し

な
い
と
こ
ろ
が
ら
生
ま
れ
る
の
だ
、
と
ま
ず
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
で

あ
ろ
う
、
儒
者
に
は
、
ま
ず
、
 
「
古
」
の
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
「
今
」
の
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
者
が
多
い
。
前
代
の
秦
の
ご
と
は
と
も
か
く
、
現
代
の

漢
の
こ
と
が
少
し
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
 
「
愚
子
弟
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
儒
者
こ
そ
、
 
「
愚
意
人
（
ぐ
へ
い
じ
ん
・
愚
か
で
無
知

な
人
）
」
と
言
わ
ず
し
て
何
と
呼
べ
よ
う
（
然
う
バ
則
チ
、
儒
生
ノ
能
ク
漢
ノ

事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ハ
、
世
ノ
愚
心
人
ナ
リ
〈
同
上
〉
。
）
、
と
ま
で
さ
ら
に
彼
は

言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
 
「
陸
沈
者
」
の
こ
と
を
、
，
改
め
て
「
愚
盛
人
」

と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
王
充
に
と
っ
て
、
 
「
陸
沈
者
」
と

は
、
 
「
古
」
の
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
「
今
」
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い

（
時
代
お
く
れ
の
）
儒
者
を
指
示
す
る
言
葉
な
の
で
あ
り
、
愚
か
で
無
知
な
儒

者
を
批
難
す
る
言
葉
な
の
で
あ
っ
た
。

 
し
か
も
、
．
そ
の
「
陸
沈
者
」
で
あ
り
「
愚
蔽
人
」
で
あ
る
儒
者
は
、
ふ
つ

う
、
 
「
反
り
テ
三
皇
（
自
分
の
殻
に
と
じ
こ
も
っ
て
、
「
外
に
出
よ
う
と
し
な

い
。
）
シ
テ
古
今
ヲ
覧
（
み
）
ザ
ル
ヲ
以
デ
、
各
自
ノ
其
ノ
業
ト
ス
ル
所
ノ
事

ノ
、
「
未
ダ
具
足
セ
ザ
ル
ヲ
知
，
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
二
家
（
儒
生
と
文
吏
）
ハ
各

（
お
の
お
の
）
ノ
短
ヲ
バ
、
自
ラ
知
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
」
 
〈
同
上
〉
で
あ
る

と
も
、
王
子
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
批
難
は
痛
烈
で
あ
る
。
そ
の
「
陸
沈

者
」
で
あ
り
「
愚
蔽
人
」
で
あ
る
こ
と
に
、
儒
者
は
自
分
で
気
付
か
な
い
し
、

気
付
こ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
は
ま
っ
た
く
始
末
に
お
え
な
い
の
で

あ
る
、
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
本
詩
の
作
者
・
大
江
通
直
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
儒
者
」
〈
『
二

中
歴
」
第
十
二
「
儒
者
歴
」
〉
で
あ
っ
だ
。
後
の
〔
作
者
〕
の
項
で
詳
述
す
る

が
、
彼
は
、
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
に
文
章
得
業
生
と
な
っ
て
か
ら
、
式
部
大

輔
・
文
章
博
士
・
大
学
頭
を
歴
任
し
た
儒
者
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
、
彼
は
、

上
記
の
「
謝
短
」
篇
中
に
見
え
る
儒
者
の
よ
う
に
、
「
業
二
五
経
一
也
、
南
面
為
レ

師
、
旦
夕
講
二
授
章
句
一
、
滑
二
習
義
理
一
、
究
二
備
於
五
経
一
。
」
す
る
よ
う
な
人

間
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
が
詠
じ
た
詩
の
申
に
見
え
る
「
陸
沈
」
と
い
う

詩
語
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
勿
論
、
謙
遜
の
意
と
し
て
と
る

必
要
が
あ
る
忙
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
、
作
者
は
、
こ
の

第
二
義
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
て
く
る
の

も
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
 
「
任
二
陸
沈
」
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
「
陸
沈
二
野
（
た
）
フ
」
・
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
彼
は
、
あ
る
い
は
、
以

．
上
の
王
充
の
、
・
儒
者
に
対
す
る
批
難
の
声
を
だ
ぶ
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

 
例
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
第
二
義
的
な
意
味
を
も
付
加
し
て
い
る
と
す
る
場

A
只
本
町
の
尾
鷲
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
儒
者
と
し
て
宮
廷
の
申
に
生
活
し
、
自
分
は
、
そ
こ
で
．
「
古
」
の
経
典
を
人

人
に
教
授
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
、
と
ま
ず
み
ず
か
ら
の
立
場
を

、
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納
得
す
る
。
し
か
も
、
．
い
ま
で
は
す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
い
、
頭
髪
の
白
さ

が
痛
ま
し
い
ほ
ど
の
自
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
、
と
次
ぎ
に
現
在
の
み
ず
か
ら

の
状
態
を
了
解
す
る
。
そ
の
よ
う
に
自
分
の
立
場
と
状
態
と
を
ま
ず
納
得
し
・

次
ぎ
に
了
解
し
た
後
で
、
作
者
は
改
め
て
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
不
遇
な
人
生
を

顧
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
儒
者
で
あ
る
自
分
、
そ
の
自
分
に
一
入
だ
け
い
ま
だ

春
の
恵
み
が
訪
れ
な
い
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

や
は
り
、
自
分
が
、
 
「
古
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
「
今
」
の
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
な
い
（
時
代
お
く
れ
の
）
儒
者
だ
か
ら
で
あ
り
、
慰
か
で
無
知
な
儒
者

だ
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
あ
の
、
王
充
が
か
つ
て
儒
者
に
対
し
て
放
っ
た

批
難
の
言
葉
、
儒
者
な
ど
は
「
陸
沈
者
」
で
あ
り
、
 
「
雲
海
人
」
で
あ
る
、
と

の
あ
の
言
葉
、
あ
れ
こ
そ
今
の
自
分
に
向
か
っ
て
益
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い

の
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
か
た
が
な
い
、
と
作
者
ば
つ
ぶ
や
く
。
そ

の
場
合
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
、
本
詩
の
作
者
は
、
 
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語
の
中
に
、
そ
の
第

二
義
的
な
意
味
を
も
付
加
さ
せ
、
自
分
自
身
を
、
王
充
の
批
難
の
言
葉
を
甘
ん

じ
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
儒
者
な
の
で
あ
る
、
ど
納
得
し
・
了
解
し
て
い
・

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
「
陸
沈
」
は
、

直
接
的
に
は
封
筒
の
批
難
の
言
葉
を
指
示
し
、
 
「
任
」
は
、
そ
の
批
難
の
言
葉

を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
耐
え
し
の
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
な
る

だ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
覧

 
な
お
、
 
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語
に
お
け
る
こ
の
第
二
義
的
な
意
味
を
補
足
説

明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
 
「
抱
朴
子
』
〈
外
篇
十
五
「
審
挙
」
〉
の
中
の
一

文
を
見
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
、
「
凡
ソ
夫
レ
浅
識
ニ
シ
テ
邪
正
ヲ
弁
ゼ
，
プ
レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

ザ
ル
ニ
、
道
ヲ
守
ル
者
ヲ
謂
ヒ
テ
陸
沈
ト
為
シ
（
謂
二
守
・
道
者
一
為
二
陸
沈
一
）
、

『
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
㊧
、

径
（
こ
み
ち
）
ヲ
履
，
（
ふ
）
ム
者
ヲ
以
テ
鑑
賞
ト
為
ス
。
俗
ノ
、
風
気
随
ヒ
テ

動
キ
、
波
ヲ
逐
（
お
）
ヒ
テ
流
ル
ル
者
ハ
、
，
安
（
い
つ
）
ク
ン
ゾ
能
ク
身
ヲ
徳

行
二
二
シ
、
思
ヒ
ヲ
学
問
三
若
（
し
た
が
臥
ハ
シ
メ
ン
ヤ
。
」
と
あ
る
。
こ
の

一
文
は
、
恐
ら
く
、
さ
き
の
王
充
の
よ
う
な
意
見
を
直
接
的
に
受
け
、
そ
れ
に

対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
陸
沈
」
者
を
「
守
・
道

者
」
で
あ
る
と
と
ら
え
、
む
し
ろ
、
そ
の
存
在
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。

 
「
陸
沈
」
者
の
対
語
と
し
て
「
知
変
」
者
と
い
う
言
葉
が
右
の
一
文
で
は
使

用
さ
れ
て
い
る
。
 
「
知
変
」
者
ど
は
、
具
体
的
に
、
 
「
溝
型
随
レ
風
而
動
、
逐
レ

波
而
流
者
。
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
世
俗
の
変
化
や
流
行
を
い
ち
早
く

読
み
と
り
、
そ
れ
と
共
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
者
の
こ
と
と
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
そ
の
「
知
変
」
者
の
対
語
と
し
て
の
「
陸
沈
」
者
と
は
、
そ
の
よ
う
な

世
俗
の
変
化
や
流
行
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
を
す
る
者
で
、
良
く
言
え
ば
独

立
自
尊
、
悪
く
言
え
ば
時
代
遅
れ
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
 
「
守
レ
道
者
」
の
対
語
と
し
て
、
 
「
履
・
信
者
」
と
い
う
言
葉
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
「
径
」
と
は
，

「
小
道
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
世
俗
の
変
化
や
流
行
を
追
い
求
め
る

意
に
使
わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
 
「
道
」
ど
は
、
そ
の
反
対
の
「
大
道
」
の

こ
と
で
あ
る
。
世
俗
の
変
化
や
流
行
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
で
、
そ
れ
は
、

「
徳
行
」
を
身
に
つ
け
、
 
「
学
問
」
に
思
い
を
寄
せ
る
人
生
で
で
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
真
の
儒
者
の
こ
と
を
「
守
レ
道
者
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
 
「
抱
朴
子
」
中
に
も
「
陸
沈
」
，
ど
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
、
そ

れ
は
、
良
く
言
え
ば
独
立
自
尊
の
儒
者
、
悪
く
言
え
ば
時
代
遅
れ
の
儒
者
を
指

示
す
る
も
の
ど
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
ゆ
勿
論
、
 
『
抱
隠
子
」
中
で
は
、
よ
り
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強
く
前
者
の
意
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
よ
り
強
く
後
者
の
意
で
使
用

さ
れ
て
い
た
『
論
衡
」
の
そ
れ
と
は
、
そ
の
使
用
態
度
に
お
い
て
多
分
に
異
っ

．
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
使
用
態
度
の
違
い

で
し
か
な
く
、
儒
者
に
対
す
る
著
者
の
価
値
判
断
の
相
違
で
し
か
な
い
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 
「
陸
沈
」
と
い
う
言
葉
の
本
質
に

お
い
て
は
、
両
者
に
は
何
の
相
違
も
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
 
「
抱
朴
子
』
中
に
お
い
て
も
謳
 
「
陸
沈
」
と
い
う
言
葉
は
、

世
俗
の
変
化
や
流
行
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
知
レ
古
不
レ
知
レ
今
」
の
こ
と
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て

い
た
「
論
衡
」
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
そ
れ
で
は
、
．
本
詩
の
作
者
の
、
 
「
陸
沈
」
と
い
う
詩
語
の
使
用
態
度
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
 
『
論
衡
』
的
で
あ
ろ
う
か
、
 
「
抱
朴
子
』
的
で
あ
ろ
う
か
。
儒

者
に
対
す
る
作
者
の
価
値
判
断
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
消
極
的
で
あ
ろ
う
か
、

積
極
的
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
よ
り
『
論
衡
」
．
的
で
あ

り
、
よ
り
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
か
。
本
詩
の
作
者
の
場
合
、
第

七
句
目
に
お
い
て
、
「
勿
論
、
謙
遜
の
意
を
も
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

 
「
為
二
吾
未
τ
有
二
陽
和
徳
こ
と
は
っ
き
り
言
い
、
自
分
に
は
い
ま
だ
春
の
訪
れ

が
な
く
、
そ
れ
故
に
天
子
の
お
恵
み
を
い
た
だ
け
ず
に
い
る
、
と
詠
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
作
者
の
身
の
上
の
不
遇
を
嘆
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

第
八
句
目
に
お
い
て
、
 
「
髪
雪
甚
寒
」
と
言
い
、
、
自
分
だ
け
は
い
ま
だ
冬
の
季

節
の
中
に
取
り
残
さ
れ
、
そ
の
寒
さ
に
凍
え
て
い
る
、
と
詠
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
ρ
，
世
間
か
ら
い
っ
こ
う
に
顧
み
ら
れ
な
い
と
い
う
老
年
の
作
者
の
孤
独
感

と
不
安
感
と
を
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
一
九
八
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・
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・
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、
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完
〉
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