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カ
ネ
　
テ
考

我
」
事
女
力
夕
掴
貝
ヱ
丁

一
　
は
じ
め
に

　
現
代
語
に
は
、
左
の
よ
う
に
用
い
る
カ
ネ
テ
が
あ
る
。

　
　
　
①
会
が
円
滑
に
運
ぶ
よ
う
に
、
か
ね
て
準
備
し
て
お
く
。

　
　
　
②
大
雨
に
な
る
と
か
ね
て
知
っ
て
い
れ
ば
、
出
か
け
な
か
っ
た
の
に
。

右
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
あ
る
事
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
が
起
こ
る
前
の
時
点
を
漠
然
と
示
し
、
意
味
的
に
は
「
事
前
に
」

「
前
か
ら
」



「
あ
ら
か
じ
め
」
な
ど
と
な
る
。
ま
た
①
で
は
、
カ
ネ
テ
が
「
進
備
し
て
お
く
」
に
、
そ
し
て
②
で
は
「
知
っ
て
い
れ
ば
」
に
か
か
る
の
で
、

い
ず
れ
も
副
詞
で
あ
り
、
表
記
は
現
代
仮
名
遣
い
で
は
仮
名
書
き
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
カ
ネ
テ
は
、
下
一
段
活
用
動
詞
カ
ネ
ル
（
古
語
で
は
下
ニ
カ
ヌ
）
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
の
テ
が
付
い
て
成
っ
た
も
の

と
い
う
。
　
そ
し
て
、
現
代
語
で
は
、
動
詞
カ
ネ
ル
は
、
カ
ネ
テ
の
形
と
し
て
は
、
左
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。

③
こ
の
部
屋
は
、
居
間
と
寝
室
を
か
ね
て
い
る
。

④
人
手
不
足
な
の
で
、
会
計
と
書
記
を
か
ね
て
ほ
し
い
。

⑤
出
か
け
よ
う
か
出
か
け
ま
い
か
、
決
断
し
か
ね
て
い
る
。

③
は
、
一
つ
で
二
つ
以
上
を
「
合
わ
せ
持
つ
」
二
緒
に
す
る
」
意
で
、
そ
れ
が
特
に
本
務
以
外
の
仕
事
の
こ
と
に
及
ぶ
と
、
④
の
「
兼

職
す
る
」
の
意
に
な
る
。
⑤
は
、
必
ず
動
詞
の
連
用
形
の
下
に
付
い
て
用
い
ら
れ
、
「
…
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
」
「
…
し
て
い
る
こ

と
に
堪
え
ら
れ
な
い
」
の
意
を
表
し
、

⑤ラ

こ
れ
は
捨
て
か
ね
て
と
っ
て
お
い
た
本
で
す
。

　s．v

⑤

見
る
に
見
か
ね
て
口
を
出
し
た
。

な
ど
類
例
も
多
い
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
動
詞
の
カ
ネ
ル
の
用
法
の
う
ち
の
ど
れ
と
、
副
詞
カ
ネ
テ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

あ
る
い
は
、
動
詞
カ
ネ
ル
に
は
、
古
く
他
の
用
法
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
、
副
詞
カ
ネ
テ
は
ず
っ
と
「
事
前
に
」
　
「
あ
ら
か
じ

め
」
の
意
味
だ
け
で
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、
動
詞
カ
ネ
ル
や
副
詞
カ
ネ
テ
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
ん
な
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
解
明
す
べ
く
、
今
号
で
は
、
副
詞
カ
ネ
テ
を
中
心
に
、
上
代
．
中
古
．
中
世
と
、
そ
の
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意
味
・
用
法
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
注
1
）
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二
　
上
代

こ
の
期
を
代
表
す
る
『
万
葉
集
』
に
は
一
字
一
音
書
き
の
副
詞
カ
ネ
テ
が
三
例
あ
る
。

　
　
○
か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
と
か
ね
て
［
可
祢
旦
］
知
ら
ま
せ
ば
妹
を
ば
見
ず
そ
あ
る
べ
く
あ
り
け
る
　
　
　
〈
一
五
．
三
七
三
九
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
　
　
　
　
　
　
あ
り
そ

　
　
o
か
か
ら
む
と
か
ね
て
［
可
祢
豊
］
知
り
せ
ば
越
の
海
の
荒
磯
の
波
も
見
せ
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
〈
一
七
．
三
九
五
九
＞

　
　
o
堀
江
に
は
玉
敷
か
ま
し
を
大
君
を
御
船
漕
が
む
と
か
ね
て
［
可
年
豊
］
知
り
せ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
く
一
八
．
四
〇
五
六
V

い
ず
れ
も
似
た
よ
う
な
使
い
方
で
、
カ
ネ
テ
が
あ
る
部
分
は
「
前
も
っ
て
知
っ
て
い
た
ら
」
「
あ
ら
か
じ
め
分
か
っ
て
い
た
ら
」
の
意
に

な
り
、
カ
ネ
テ
は
先
に
挙
げ
た
現
代
語
の
②
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
他
に
二
例
、
漢
字
「
豫
」
で
表
記
さ
れ
た
カ
ネ
テ
が
あ
る
。

　
　
o
・
・
善
鵬
は
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
あ
ら
か
じ
め
か
ね
て
［
豫
］
知
り
せ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
．
九
四
八
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ひ

　
　
　
○
あ
し
ひ
き
の
山
の
下
風
は
吹
か
ね
ど
も
君
な
き
夕
は
か
ね
て
［
豫
］
寒
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
一
〇
．
二
三
五
〇
V

最
初
の
例
は
、
前
掲
の
一
字
一
音
書
き
の
カ
ネ
テ
と
周
様
な
観
い
方
で
、
現
代
語
の
②
に
相
当
し
問
題
は
な
い
。
次
の
巻
一
〇
の
例
は

「
山
お
ろ
し
の
風
は
吹
か
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
夜
は
、
前
か
ら
寒
く
感
じ
ま
す
」
と
な
り
、
先
に
挙
げ
た
現
代



語
の
①
と
同
じ
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
万
葉
集
』
に
は
、
副
詞
カ
ネ
テ
が
五
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
あ
ら
か
じ
め
」
「
前
か
ら
」
の
義
を
，

表
し
、
時
間
的
に
前
の
こ
と
を
指
す
点
で
共
通
し
て
い
る
。
　
（
注
2
）

次
に
動
詞
カ
ヌ
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
テ
の
付
い
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
連
語
で
あ
る
が
、
『
万
葉
果
』
の
例
を
、
現
代
語
の
用
法
と
比

べ
な
が
ら
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
あ
え
ず
、
一
字
一
立
星
百
き
の
カ
ネ
テ
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

ま
ず
現
代
語
の
③
に
相
当
す
る
「
合
わ
せ
持
つ
」
二
緒
に
す
る
」
意
の
カ
ネ
テ
に
は
、
左
の
三
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
と

　
　
○
置
玉
つ
く
を
ち
こ
ち
か
ね
て
［
兼
手
］
言
は
い
へ
ど
逢
ひ
て
後
こ
そ
悔
に
は
あ
り
と
言
へ
　
　
　
　
　
　
〈
四
．
六
七
四
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

　
　
　
o
あ
ら
た
ま
の
年
月
か
ね
て
［
兼
而
］
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
そ
見
ゆ
る
君
が
姿
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
一
二
．
二
九
五
六
〉

　
　
　
　
　
　
　
を
ち
こ
ち

　
　
　
○
凝
玉
つ
く
遠
近
か
ね
て
【
兼
而
］
結
び
つ
る
わ
が
下
紐
の
解
く
る
日
あ
ら
め
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
一
二
．
二
九
七
三
V

巻
四
と
一
二
の
あ
と
の
方
の
例
は
第
二
句
ま
で
が
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
「
眞
玉
つ
く
」
は
「
玉
を
つ
け
る
緒
」
の
意
か
ら
「
緒
（
ヲ
）
」

に
か
か
る
枕
詞
で
、
こ
の
場
合
は
ヲ
チ
コ
チ
の
ヲ
に
か
か
っ
て
い
る
。
ヲ
チ
コ
チ
は
「
将
来
と
現
在
」
の
意
な
の
で
、
そ
の
二
つ
を
「
一
緒

に
し
て
」
　
「
…
に
わ
た
っ
て
」
の
義
と
な
る
。

も
う
一
つ
の
巻
一
二
の
例
も
「
年
と
月
」
と
い
う
二
つ
の
も
の
に
同
時
に
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
・
．
・
に
わ
た
っ
て
」
の
意

と
な
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
『
万
葉
集
』
の
連
語
カ
ネ
テ
に
は
、
他
に
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
あ
　
　
　
　
み
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ほ
よ
ろ
つ
ち
菩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
¢
こ

　
　
　
○
…
生
れ
ま
さ
む
御
子
の
つ
ぎ
つ
ぎ
天
の
下
知
ら
し
い
ま
せ
と
八
百
万
千
年
を
か
ね
て
門
兼
而
］
定
め
け
む
平
城
の
京
師
は

　
　
　
　
か
ぎ
ろ
ひ
の
春
に
し
な
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
．
一
〇
四
七
V
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を
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

o
眞
玉
つ
く
遠
を
し
か
ね
て
［
兼
］
思
へ
こ
そ
一
重
衣
を
一
人
着
て
寝
れ

〈
一
二
・
二
八
五
三
〉

初
め
の
例
は
、
部
分
的
に
「
千
年
先
を
も
予
定
し
て
」
、
次
の
例
は
、
ま
た
枕
詞
の
「
眞
玉
つ
く
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に

は
「
遠
（
ヲ
チ
）
」
の
み
に
か
か
り
、
「
将
来
を
思
う
か
ら
こ
そ
」
の
意
と
な
る
。
よ
っ
て
こ
の
二
例
は
、
異
な
っ
た
二
つ
の
も
の
を
「
合

わ
せ
持
つ
」
の
意
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
カ
ネ
テ
が
、
時
間
的
に
あ
る
時
か
ら
将
来
を
考
慮
し
て
、
そ
の
時
に
ま
で
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
言

い
、
「
予
定
す
る
」
「
見
込
む
」
「
あ
ら
か
じ
め
心
配
す
る
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
カ
ネ
テ
の
用
法
は
余
り
現
在
で
は
耳
に

し
な
い
が
、
実
は
こ
れ
こ
そ
が
現
在
我
々
が
副
詞
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
る
カ
ネ
テ
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
現
代
語

で
は
使
わ
な
い
、
時
間
的
に
先
の
こ
と
を
「
予
定
す
る
」
意
の
動
詞
カ
ヌ
に
、
接
続
助
詞
テ
の
付
い
た
、
連
語
カ
ネ
テ
の
転
用
さ
れ
た
も
の

が
副
詞
カ
ネ
テ
で
あ
り
、
上
代
で
す
で
に
、
こ
の
連
語
と
副
詞
は
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
現
代
語
の
⑤
に
相
当
す
る
カ
ネ
テ
は
、
元
々
カ
ヌ
の
連
用
形
に
テ
の
付
い
た
連
語
で
は
あ
る
が
、
必
ず
動
詞
の
連
用
形
の
下
に
付
い

て
補
助
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
現
代
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
防
で
も
一
字
一
音
書
き
の
例
だ
け

で
七
例
あ
り
、
よ
く
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
左
に
少
し
例
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
こ
　
こ

o
廣
橋
を
馬
越
し
が
ね
て
［
我
祢
旦
］
心
の
み
妹
が
り
遣
り
て
吾
は
此
虜
に
し
て

（
注
3
）

　
あ
り
そ
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
び
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
あ

o
荒
磯
や
に
生
ふ
る
玉
藻
の
う
ち
靡
き
独
り
や
寝
ら
む
吾
を
待
ち
か
ね
て
［
可
祢
弓
］

o
恋
繁
み
慰
め
か
ね
て
［
可
祢
旦
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ほ
り

ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
島
陰
に
廉
す
る
か
も

〈
一
四
・
三
五
三
八
〉

〈
一
四
・
三
五
六
二
V

〈
一
五
・
三
六
二
〇
V

以
上
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
連
語
カ
ネ
テ
を
ざ
っ
と
見
て
来
た
が
、
現
代
語
の
④
に
当
た
る
「
兼
職
す
る
」
だ
け
は
、
例
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
。
た
だ
、
『
万
葉
集
』
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
に
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。



　
つ
ち
の
え
い
ぬ
の
ひ
も
の
ぽ
う
す
つ
か
さ
　
　
　
　
　
　
み
や
の
　
う
ち
の
　
つ
か
さ
の
か
み
　
い
っ
つ
の
く
ら
ゐ
　
と
ね
り
の
　
お
ほ
8
み
　
　
や
ま
ひ
　
　
み
う

o
戊
戌
に
納
言
兼
ね
て
宮
内
卿
　
五
位
舎
人
王
、
病
し
て
死
せ
な
む
と
す

〈
天
武
九
年
七
月
V

こ
こ
で
は
カ
ネ
テ
が
、
納
言
と
宮
内
卿
と
い
う
二
つ
の
職
に
就
い
て
い
る
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
上
代
か
ら
「
兼
職
す
る
」
意

の
連
語
カ
ネ
テ
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
カ
ネ
テ
と
よ
め
る
も
の
が
他
に
何
例
か
出
て
来
る
が
、
「
事

前
に
」
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
意
を
表
す
副
詞
の
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

な
お
、
上
代
で
は
、
カ
ネ
テ
は
漢
字
の
「
豫
」
ま
た
は
「
兼
」
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
豫
」
は
、
　
「
予
」
の
旧
字
体
で
、
意
符

「
象
（
ぞ
う
）
」
と
音
符
「
予
（
よ
）
」
と
か
ら
成
る
形
声
文
字
で
あ
る
。
原
義
は
「
大
き
な
象
」
で
、
借
り
て
「
前
も
っ
て
塗
備
す
る
」

の
意
に
用
い
る
の
で
、
漢
字
そ
の
も
の
に
、
す
で
に
「
あ
ら
か
じ
め
」
「
事
前
に
」
の
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
「
兼
」
は
一
つ

の
手
で
二
本
の
禾
（
い
ね
）
を
合
わ
せ
持
っ
た
さ
ま
を
表
す
会
意
文
字
で
、
「
合
わ
せ
て
持
つ
」
の
意
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
舎
わ
せ

持
つ
」
「
一
緒
に
す
る
」
「
兼
職
す
る
」
の
意
の
連
語
カ
ネ
テ
に
「
兼
」
の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
漢
字
そ
の
も
の
の
意
を
取
っ
て

い
る
こ
と
に
な
り
、
閤
題
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
兼
」
は
、
　
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
意
の
副
詞
カ
ネ
テ
や
、
　
「
予
定
す
る
」
意
の
連
語
カ
ネ
テ
、

そ
し
て
「
…
で
き
な
い
」
意
の
カ
ネ
テ
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
宇
「
兼
」
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
な
い
が
、
こ
の
字
は
訓
で
カ

ネ
テ
と
よ
む
。
そ
こ
で
、
漢
字
「
兼
」
の
持
つ
元
々
の
意
味
と
は
異
な
る
が
、
音
が
同
じ
な
の
で
カ
ネ
テ
に
「
兼
」
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
兼
」
を
カ
ネ
テ
と
よ
む
の
は
、
漢
字
そ
の
も
の
は
中
国
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
表
す
意
味
と
は
別
の
意
味

で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
国
字
の
一
種
で
あ
る
。

以
上
、
上
代
の
カ
ネ
テ
に
つ
い
て
概
観
し
て
来
た
が
、
続
い
て
中
古
の
作
品
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
中
古

今
回
の
調
査
に
当
た
り
、
中
古
の
作
品
と
し
て
は
約
二
十
有
余
を
参
照
し
た
が
、
そ
の
う
ち
カ
ネ
テ
が
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、

『
今
端
曇
醐
集
』
で
、
計
六
十
五
例
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
用
例
数
か
ら
言
え
ば
、
『
源
氏
禦
盟
が
四
十
四
例
、
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
栄
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花
物
認
盟
が
二
十
七
例
、
『
今
鏡
隔
十
二
例
、
『
狭
衣
物
語
隔
十
一
例
で
、
あ
と
の
作
品
は
一
桁
台
だ
っ
た
。
な
お
、
用
例
の
中
に
は
、
副

詞
か
連
語
か
区
別
の
つ
き
に
く
い
も
の
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
上
代
で
出
て
来
た
「
合
わ
せ
持
つ
」
「
兼
職
す
る
」
　
「
先
の
こ
と
を
予
定

す
る
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
有
す
る
も
の
、
そ
し
て
動
詞
の
連
用
形
に
付
い
て
「
…
し
よ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
」
の
意
を
表
す
補
助
動
詞

的
な
カ
ネ
テ
は
、
連
語
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。

以
下
、
ま
ず
喝
源
氏
物
語
隔
の
カ
ネ
テ
の
用
法
を
参
考
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
意
味
．
用
法
が
こ
の
時
代
に
現
れ
た
か
ど
う

か
な
ど
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
万
葉
集
』
に
は
、
副
詞
カ
ネ
テ
が
五
例
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
例
ま
で
が
「
知
ら
ま
せ
ば
」

も
し
く
は
「
知
り
せ
ば
」
と
い
う
仮
定
の
条
件
句
に
か
か
っ
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
条
件
句
に
か
か
る
カ
ネ
テ
が
十
四
例
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
仮
定
条
件
ば
か
り
で
は
な
く
、
順
接
確
定
条
件
、
あ
る
い
は
逆
接
条
件
の
場
合
も
あ
っ
た
。
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○
み
な
か
ね
て
思
し
棄
て
て
し
世
な
れ
ど
、
宮
人
ど
も
も
拠
り
ど
こ
ろ
な
げ
に
悲
し
と
思
へ
る
気
色
ど
も
に
つ
け
て
ぞ
、
御
、
心
動
く
を

り
を
り
あ
れ
ど
…

（
逆
接
）
〈
賢
木
V

o
か
か
る
事
も
や
と
、
翻
ね
鑑
、
中
に
も
こ
と
な
る
は
選
り
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
…

（
順
接
）
〈
絵
合
〉

o
御
方
々
、
物
見
に
渡
り
た
ま
ふ
べ
く
か
ね
て
御
消
思
ど
も
墓
、
左
右
の
対
、
渡
殿
な
ど
に
御
局
し
つ
つ
お
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
接
）
〈
初
音
V

o
今
日
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
べ
く
、
か
ね
て
御
気
色
あ
り
け
れ
ど
、
御
物
忌
の
よ
し
を
奏
せ
さ
せ
ま
へ
り
け
る
な
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
逆
接
）
〈
行
幸
〉

O

「
後
見
や
何
や
と
か
ね
て
思
し
か
は
す
と
も
、
さ
し
も
え
は
べ
ら
じ
。

（
仮
定
）
〈
竹
河
〉



ま
た
、
『
万
葉
集
』
の
残
る
一
例
は
「
か
ね
て
寒
し
も
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
平
叙
文
に
か
か
る
も
の
だ
っ
た
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は

こ
の
種
の
も
の
が
八
例
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
同
じ
「
時
」
に
つ
い
て
述
べ
る
に
し
て
も
、
先
の
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
の
で
、
「
あ
ら
か

じ
め
」
「
事
前
に
」
の
他
に
「
今
か
ら
」
と
も
訳
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
o
「
ま
た
、
さ
る
べ
き
人
々
も
ゆ
る
さ
れ
じ
か
し
と
、
か
ね
て
胸
痛
く
な
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
空
蝉
V

　
　
o
か
ね
て
さ
る
御
消
息
も
な
く
て
、
に
は
か
に
、
か
く
、
渡
り
お
は
し
ま
い
た
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
柏
木
＞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U

　
　
o
道
の
ほ
ど
も
、
帰
る
さ
は
い
と
遥
け
く
思
さ
れ
て
、
心
や
す
く
も
え
行
き
通
は
ざ
ら
む
こ
と
の
か
ね
て
い
と
苦
し
き
を
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
総
角
〉

次
に
、
既
に
例
示
し
た
条
件
句
に
か
か
る
も
の
の
中
に
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
カ
ネ
テ
は
お
お
む
ね
、
回
想
・
過
去
・
完
了
な
ど
の
助

動
詞
と
呼
応
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
カ
ネ
テ
の
意
味
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
、
『
源
氏
物
語
h
で
は
、
半
分
以
上
の
二
十

七
例
が
こ
れ
に
該
当
し
て
い
た
。

　
　
o
か
う
い
み
じ
う
も
の
思
は
し
き
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
、
か
ね
て
推
し
は
か
り
思
ひ
し
よ
り
も
よ
う
つ
に
か
な
し
け
れ
ど
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
過
去
）
〈
明
石
V

　
　
o
鳥
に
は
桜
の
細
長
、
蝶
に
は
山
吹
襲
賜
は
る
。
か
ね
て
し
も
と
り
あ
へ
た
る
や
う
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
完
了
）
〈
胡
蝶
＞

　
　
o
王
四
位
の
古
め
き
た
る
な
ど
、
か
く
人
目
見
る
べ
き
折
と
か
ね
て
い
と
ほ
し
が
り
き
こ
え
け
る
に
や
…
（
回
想
）
〈
椎
本
〉

以
上
、
意
味
の
面
か
ら
、
先
に
『
万
葉
集
』
に
あ
っ
た
も
の
や
、
『
源
氏
物
語
』
で
初
め
て
出
て
来
た
も
の
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
例
を
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挙
げ
な
が
ら
述
べ
て
来
た
。
続
い
て
用
法
の
面
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
目
立
つ
の
は
カ
ネ
テ
の
す
ぐ
下
に
、
助
詞
の
付
い
た
例
が
頻
出
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
代
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
の
使
い
方
だ
と
、
カ
ネ
テ
が
ま
る
で
名
詞
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ

の
場
合
の
カ
ネ
テ
が
名
詞
と
し
て
の
機
能
を
完
全
に
有
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

副
詞
の
名
詞
的
用
法
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
助
詞
の
中
で
は
、
格
助
詞
の
ヨ
リ
が
最
も
多
く
十
一
例
あ
っ
た
。
ヨ
リ
は
時
間
的

な
起
点
を
表
す
の
で
、
カ
ネ
テ
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
数
が
多
い
の
も
納
得
が
行
く
。
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0

「
た
だ
今
北
の
陣
よ
り
、
か
ね
て
よ
り
隠
れ
立
ち
て
は
べ
り
つ
る
車
ど
も
ま
か
り
出
つ
る
。

〈
花
宴
V

○
幼
き
御
あ
り
さ
ま
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
こ
と
つ
け
て
、
下
り
や
し
な
ま
し
と
か
ね
て
よ
り
思
し
け
り
。

〈
葵
V

o
御
賀
の
こ
と
、
お
ほ
や
け
に
も
聞
こ
し
め
し
過
ぐ
さ
ず
、
世
の
中
の
営
み
に
て
か
ね
て
よ
り
響
く
を
．

〈
若
菜
上
〉

他
に
カ
ネ
テ
の
下
に
付
く
助
詞
と
し
て
は
、
モ
、
ノ
、

来
た
も
の
の
ど
れ
に
も
属
さ
な
い
独
特
の
用
法
で
あ
る
。

ハ
、
ゾ
、
シ
モ
な
ど
が
あ
っ
た
。
最
後
に
左
の
よ
う
な
例
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

O

門
出
発
ノ
］
二
一
二
日
か
ね
て
夜
に
隠
れ
て
大
殿
に
渡
り
た
ま
へ
り
。

〈
須
磨
〉

こ
こ
で
は
カ
ネ
テ
が
、
日
数
・
期
間
を
表
す
語
を
受
け
て
、
接
尾
語
的
に
「
…
以
前
か
ら
」
「
…
前
に
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
カ

ネ
テ
を
副
詞
と
取
ら
ず
連
語
と
考
え
る
説
も
多
い
が
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
連
語
の
意
味
の
中
に
、
特
に
こ
れ
と
合
致
す
る
も
の
が
な
い
の

で
、
以
下
、
こ
の
種
の
も
の
は
、
あ
え
て
副
詞
と
扱
う
こ
と
に
す
る
。

，
以
上
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
カ
ネ
テ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
ざ
っ
と
見
て
来
た
が
、
他
の
中
古
の
作
品
で
は
、
こ
れ
以
外
の
異

な
っ
た
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
に
出
て
来
た
も
の
と
同
じ
例
を
な

る
べ
く
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
か
ら
選
び
出
し
、
類
別
し
て
少
し
ず
つ
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
一
つ
だ
け
で



な
く
、
二
つ
以
上
の
も
の
（
例
え
ば
、
格
助
詞
ヨ
リ
が
す
ぐ
下
に
付
く
だ
け
で
な
く
、
条
件
句
に
も
か
か
る
も
の
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
適
宜
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
た
。

　
▼
条
件
句
を
下
に
伴
う
も
の

　
　
o
か
ね
て
事
み
な
仰
せ
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
時
ひ
と
つ
の
宝
な
り
け
る
鍛
治
匠
六
人
を
召
し
と
り
て
・
・
．
　
（
順
接
）
〈
竹
取
V

　
　
O
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
き
き
し
か
ど
き
の
ふ
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を
　
噛
　
　
　
　
　
（
逆
接
）
〈
伊
勢
．
一
二
五
＞

　
　
o
更
に
御
堂
の
間
な
ん
、
か
ね
て
仰
せ
ら
れ
侍
り
し
か
ば
、
と
り
お
き
て
侍
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
接
）
〈
落
窪
．
二
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
と
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
か
れ

　
　
o
か
ね
て
よ
り
事
々
し
う
懇
、
殿
上
の
此
彼
「
我
も
我
も
」
と
出
で
立
ち
侍
ら
ん
も
・
．
．
　
（
仮
定
）
〈
狭
衣
．
一
〉

　
　
○
か
な
し
さ
を
こ
れ
よ
り
け
に
や
思
は
ま
し
か
ね
て
な
ら
は
ぬ
難
　
　
　
　
　
　
（
仮
定
）
〈
千
載
・
九
・
五
八
〇
〉

　
▼
平
叙
文
が
下
に
来
る
も
の

　
　
○
女
房
に
だ
に
か
ね
て
さ
も
知
ら
せ
ず
、
殿
上
人
に
は
ま
し
て
い
み
じ
う
隠
し
て
・
・
．
　
　
　
　
　
　
　
〈
枕
草
子
．
九
〇
＞

　
　
o
わ
が
せ
こ
が
く
べ
き
よ
ひ
な
り
さ
さ
が
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し
も
　
　
　
　
　
く
古
今
．
十
四
．
一
一
一
〇
V

　
　
o
カ
ネ
テ
シ
リ
テ
室
ノ
中
ヲ
空
ク
シ
テ
タ
ダ
一
ノ
ユ
カ
ヲ
ノ
ミ
オ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
宝
絵
詞
．
下
〉
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▼
回
想
、
過
去
、
完
了
な
ど
の
助
動
詞
と
呼
応
す
る
も
の

　
o
お
も
ひ
や
れ
か
ね
て
わ
か
れ
し
く
や
し
さ
に
そ
へ
て
か
な
し
き
心
づ
く
し
を
　
　
　
　
（
過
去
）
〈
後
拾
遺
・
一
〇
・
五
六
一
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
o
雪
に
は
え
て
、
わ
ざ
と
か
ね
て
し
た
る
や
う
な
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
了
）
〈
今
鏡
・
四
＞

　
o
兼
テ
申
サ
ザ
リ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
回
想
）
〈
A
丑
臼
・
一
二
二
＝
〉

▼
格
助
詞
の
ヨ
リ
が
す
ぐ
下
に
付
く
も
の

　
○
か
ね
て
よ
り
風
に
さ
き
だ
つ
浪
な
れ
や
逢
事
な
き
に
ま
だ
き
た
つ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
古
今
・
一
三
・
六
二
七
V

　
O
か
ね
て
よ
り
ま
う
け
ら
れ
た
る
物
な
れ
ば
、
い
と
い
か
め
し
く
け
う
ら
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
嵯
峨
院
〉

　
○
か
ね
て
よ
り
上
の
女
房
、
宮
に
か
け
て
さ
ぶ
ら
ふ
五
人
は
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
紫
式
部
日
記
＞

　
o
捧
物
の
用
意
、
か
ね
て
よ
り
心
こ
と
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
・
八
V

　
O
か
ね
て
よ
り
女
房
ふ
た
り
ば
か
り
も
の
が
た
り
し
て
ゐ
た
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
本
説
話
集
・
上
・
一
〉

▼
日
数
・
期
閻
を
表
す
語
を
受
け
る
も
の
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o
ふ
た
月
ば
か
り
か
ね
て
、
む
ま
れ
給
は
ん
日
ま
で
、
ふ
だ
ん
の
ず
は
う
、
よ
う
つ
神
仏
に
祈
り
申
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
に
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
蔵
開
上
＞

　
　
o
い
み
じ
き
大
風
ふ
き
、
な
が
雨
ふ
れ
ど
も
、
先
；
二
日
か
ね
て
そ
ら
は
れ
土
か
は
く
め
り
。
　
　
　
　
　
〈
大
鏡
・
藤
氏
物
語
＞

　
　
Q
足
柄
と
い
ふ
は
、
四
五
日
か
ね
て
お
そ
ろ
し
げ
に
暗
が
り
わ
た
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
更
級
〉

以
上
、
『
源
氏
物
語
』
で
見
て
来
た
五
つ
の
意
味
・
用
法
別
に
、
他
の
中
古
の
作
品
か
ら
も
少
し
ず
つ
例
を
掲
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
以
外

に
特
別
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
中
古
の
副
詞
カ
ネ
テ
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に

右
の
よ
う
な
分
類
で
収
ま
っ
て
し
ま
う
と
見
て
い
い
よ
う
だ
。

な
お
、
上
代
で
は
そ
こ
そ
こ
用
い
ら
れ
て
い
た
下
二
段
活
用
動
詞
カ
ヌ
（
兼
）
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
テ
が
付
い
た
連
語
の
カ
ネ
テ
は
、

中
古
に
入
る
と
、
用
例
数
が
激
減
し
、
特
に
女
流
文
学
に
お
け
る
減
少
傾
向
が
強
い
。
連
語
カ
ネ
テ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
漢
文
訓
読
文

で
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
た
り
　
　
う
る
た
へ

　
　
o
或
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
高
弁
、
兼
ね
て
未
事
を
委
り
、
一
た
び
十
の
訴
を
聞
き
て
、
一
言
漏
ら
さ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
B
本
霊
異
記
・
上
・
序
〉

　
　
○
又
喧
と
静
と
を
兼
ね
て
化
せ
む
と
欲
す
る
が
故
に
、
山
と
城
と
を
両
つ
な
が
ら
挙
げ
て
、
国
を
ば
摩
伽
陀
と
名
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
法
華
経
義
疏
・
巻
一
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ニ
ガ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
パ
　
　
　
ツ
イ
ブ
ク
シ

　
　
o
「
記
伝
ノ
学
生
、
藤
原
ノ
某
、
兼
テ
ハ
近
衛
ノ
御
門
二
人
倒
ス
蝦
蛭
ノ
追
補
使
」
名
乗
ル
ニ
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
昔
・
二
八
ノ
四
一
V
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つ
ま
り
、
中
古
に
お
い
て
「
事
前
に
」
　
「
前
も
っ
て
」
の
意
を
表
す
副
詞
カ
ネ
テ
は
、
主
と
し
て
和
文
で
使
わ
れ
、
漢
文
訓
読
文
で
は
、

代
わ
り
に
ア
ラ
カ
ジ
メ
を
使
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
　
（
注
4
）

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
中
古
に
お
け
る
副
詞
カ
ネ
テ
に
関
す
る
考
察
を
終
了
し
、
続
い
て
章
を
改
め
て
、
中
世
作
品
に
お
け
る
意
味

・
用
法
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

84

四
　
中
世

先
の
中
世
同
様
、
こ
の
期
も
約
二
十
有
余
の
作
品
に
目
を
通
し
て
み
た
が
、
前
代
に
比
べ
て
い
ち
だ
ん
と
カ
ネ
テ
の
用
例
数
が
増
え
て
い

る
。
中
古
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
例
数
が
一
番
多
か
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
と
、
こ
の
作
品
と
同
じ
和
漢
混
交
文
体
で
書
か
れ
た
戦
記

文
学
が
増
え
る
。
そ
こ
で
、
必
然
的
に
カ
ネ
テ
の
用
例
数
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
全
体
的
に
長
編
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

『
太
平
記
隔
は
、
そ
の
用
例
数
が
百
八
例
も
あ
り
、
群
を
抜
い
て
い
た
。
　
（
注
5
）
そ
の
他
、
『
曽
我
物
語
』
二
十
三
例
、
謬

十
八
例
、
『
義
経
記
』
十
六
例
と
案
の
定
、
戦
記
文
学
の
用
例
数
が
多
い
。
他
に
、
和
文
作
品
で
は
、
『
増
鏡
』
の
二
十
二
例
、
『
問
は
ず

が
た
り
薗
の
十
例
が
二
桁
台
だ
っ
た
が
、
あ
と
は
軒
並
み
一
桁
台
で
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
作
品
で
は
な
い
が
、
世
阿
弥
は
ζ
の
語
を
好
ん

だ
ら
し
く
、
謡
曲
そ
し
て
『
風
姿
花
伝
』
『
申
楽
談
儀
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
十
六
部
集
に
は
、
狂
言
な
ど
に
比
べ
て
も
、
意
外
に
用
例
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
中
古
で
分
け
た
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
別
に
そ
の
用
例
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

▼
条
件
句
を
下
に
伴
う
も
の

o
か
ね
て
こ
の
や
う
を
叢
、
か
か
る
恨
み
を
ば
の
こ
さ
ざ
ら
ま
し
。

（
仮
定
）
〈
宇
治
拾
遺
・
ニ
ノ
一
〇
〉

o
か
ね
て
内
通
の
子
細
あ
り
け
れ
ど
も
、
も
し
謀
り
も
や
し
給
ふ
ら
ん
と
て
．
．

（
逆
接
）
〈
太
平
記
・
九
〉



　
o
「
か
ね
て
う
け
た
ま
は
る
も
の
な
ら
ば
、
な
ど
や
面
々
に
引
出
物
申
さ
で
あ
る
べ
き
。
　
　
　
　
　
　
（
仮
定
）
〈
曽
我
・
一
〉

　
○
か
ね
て
こ
し
ら
へ
た
る
事
な
れ
ば
、
走
り
ま
は
り
て
火
を
か
け
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
接
）
〈
義
経
記
・
八
〉

　
○
御
辺
か
ね
て
　
　
　
ら
れ
た
れ
ー
、
今
更
申
す
に
及
ば
ね
ど
も
…
　
　
　
　
　
　
　
（
順
接
）
〈
天
草
本
平
家
物
語
・
四
V

▼
平
叙
文
が
下
に
来
る
も
の

　
o
み
じ
か
夜
の
残
り
す
く
な
く
ふ
け
行
け
ば
か
ね
て
物
う
き
暁
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
・
＝
一
一
・
一
一
七
六
＞

　
o
な
ら
は
ぬ
鄙
の
す
ま
ゐ
こ
そ
か
ね
て
お
も
ふ
も
か
な
し
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
・
一
＞

　
o
「
但
し
、
合
戦
の
な
ら
ひ
、
か
な
ら
ず
一
ぱ
う
は
か
ち
、
一
ぱ
う
は
ま
く
る
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
か
ね
て
勝
負
し
り
が
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
保
元
・
上
V

　
o
「
近
付
く
別
れ
の
悲
し
さ
に
か
ね
て
か
や
う
に
申
す
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
V

　
o
座
敷
を
か
ね
て
見
る
と
は
、
こ
れ
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
世
阿
弥
・
風
姿
花
伝
〉

▼
回
想
・
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
と
呼
応
す
る
も
の

－
o
「
か
ね
ひ
思
ひ
頃
よ
咳
い
み
じ
く
心
も
澄
み
て
た
の
も
し
く
侍
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
過
去
）
〈
発
心
集
・
三
ノ
五
V
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o
孔
子
思
ひ
給
ふ
。
か
ね
て
も
聞
き
し
こ
と
な
れ
ど
、
か
く
ば
か
り
お
そ
ろ
し
き
者
と
は
思
は
ざ
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
過
去
）
〈
宇
治
拾
遺
・
一
五
ノ
一
二
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
め
　
ゆ
い

　
o
佐
々
木
三
郎
、
案
内
は
か
ね
て
知
っ
た
り
、
滋
目
結
の
直
垂
に
黒
糸
威
の
鎧
き
て
…
　
　
　
　
　
（
完
了
）
〈
平
家
・
一
〇
V

　
o
サ
テ
ツ
カ
サ
メ
シ
ノ
事
ヲ
バ
、
兼
テ
ヨ
ク
思
食
サ
ダ
メ
ラ
レ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
回
想
）
〈
十
訓
抄
・
三
ノ
一
三
〉

　
○
名
を
聞
く
よ
り
や
が
て
面
影
は
、
推
し
は
か
ら
る
る
心
地
す
る
を
、
見
る
時
は
ま
た
か
ね
て
思
ひ
つ
る
ま
ま
の
顔
し
た
る
人
こ
そ
な

　
　
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
了
）
〈
徒
然
草
・
七
一
〉

　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
凄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
ぞ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
さ
だ

　
o
さ
る
程
に
、
東
に
も
か
ね
て
心
し
け
る
に
や
、
尊
氏
の
末
の
一
族
新
田
小
四
郎
義
貞
と
い
ふ
物
、
今
の
尊
氏
の
子
四
に
な
り
け
る
を

　
　
大
将
軍
に
し
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
回
想
）
〈
増
鏡
．
一
七
V

　
o
或
人
、
そ
こ
を
通
っ
た
が
、
豫
て
そ
の
事
を
知
っ
た
か
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
過
虫
）
〈
天
草
本
イ
ソ
ポ
〉

▼
助
詞
ヨ
リ
が
す
ぐ
下
に
付
く
も
の

　
o
女
院
も
通
盛
の
卿
の
申
す
と
は
か
ね
て
よ
り
知
う
し
め
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
さ
て
此
文
を
あ
け
て
御
覧
ず
る
に
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
・
九
V
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o
か
ね
て
よ
り
阿
弥
陀
峰
に
陣
を
取
り
た
り
し
阿
波
・
淡
路
の
勢
千
余
騎
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
七
＞

　
　
o
「
祐
成
が
心
も
、
か
ね
て
よ
り
し
り
ぬ
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
曽
我
物
語
・
九
〉

　
　
○
か
ね
て
よ
り
桟
敷
な
ど
も
い
み
じ
う
つ
く
せ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
増
鏡
・
一
六
V

　
　
o
い
や
さ
や
う
の
義
は
か
ね
て
よ
り
申
し
て
御
ざ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
狂
言
・
控
杖
V

　
　
o
此
人
々
「
か
ね
て
よ
り
聾
引
出
物
取
り
給
ふ
」
と
て
笑
ひ
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
御
伽
草
子
・
文
正
さ
う
し
〉

　
▼
日
数
・
期
間
を
表
す
語
を
受
け
る
も
の

　
　
o
田
舎
の
も
の
は
、
仏
供
養
し
奉
ら
ん
と
て
、
か
ね
て
四
五
日
よ
り
か
か
る
こ
と
ど
も
を
し
奉
る
な
り
。
〈
宇
治
拾
遺
・
九
ノ
五
＞

　
　
o
；
二
日
か
ね
て
よ
り
つ
ほ
ね
つ
ほ
ね
に
し
こ
う
し
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
問
は
ず
が
た
り
．
二
〉

以
上
、
中
世
に
お
け
る
副
詞
カ
ネ
テ
の
用
法
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
グ
ル
ー
プ
別
で
は
、
日
数
・
期
間
を
表
す
語
と
共
に
使
わ
れ
「
…

前
に
」
の
意
を
表
す
接
尾
語
的
用
法
が
極
端
に
減
っ
て
は
い
た
が
、
あ
と
は
中
古
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
特
に
こ
の
期

に
な
っ
て
目
立
っ
て
多
く
な
っ
た
の
は
、
助
詞
ヨ
リ
が
す
ぐ
下
に
付
く
も
の
で
、
『
太
平
記
』
で
は
、
約
四
分
の
一
に
当
た
る
二
±
ハ
例
が

こ
の
形
を
と
っ
て
い
る
ほ
か
、
他
の
作
品
で
も
こ
の
類
の
も
の
は
多
か
っ
た
。

ま
た
、
連
語
の
カ
ネ
テ
に
つ
い
て
い
う
と
、
中
世
で
は
和
漢
混
交
文
体
の
作
品
が
多
い
の
で
、
中
古
文
学
ほ
ど
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
例

え
ば
、
「
合
わ
せ
持
つ
」
「
一
緒
に
す
る
」
の
意
を
持
つ
カ
ネ
テ
と
し
て
は
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o
太
上
天
皇
一
戦
の
功
を
感
じ
て
、
不
次
の
賞
を
授
け
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
た
か
く
相
国
に
の
ぼ
り
兼
て
兵
杖
を
給
は
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
・
四
V

　
o
こ
れ
ひ
と
へ
に
、
皇
統
の
無
窮
を
輝
か
さ
ん
た
め
の
御
願
、
か
ね
て
は
六
趣
の
群
類
の
冥
闇
を
照
ら
す
慧
光
の
法
燈
の
明
ら
か
な
る

　
　
に
思
し
召
し
な
ぞ
ら
へ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
．
五
＞

　
o
智
・
仁
・
勇
の
三
つ
の
徳
を
兼
ね
て
、
死
を
善
道
に
守
る
は
、
古
へ
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
正
成
程
の
も
の
は
い
ま
だ
無
か
り
つ
る

　
　
こ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
飴
記
．
エ
ハ
V

な
ど
が
、
ま
た
「
兼
務
す
る
」
の
義
を
有
す
る
も
の
に
は
、

冬
鋼
鳶
美
臣
鎌
’
舞
之
事
無
・
例
歎
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
事
談
．
▽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む

　
　
o
し
か
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
門
葉
た
る
者
は
、
諸
国
の
守
護
・
吏
務
を
兼
ね
て
銀
鞍
い
ま
だ
解
け
ざ
る
に
．
．
〈
太
平
記
．
一
九
＞

　
　
o
梨
本
・
大
塔
の
両
門
跡
を
兼
ね
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
．
三
〇
V

な
ど
が
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
歌
に
多
い
類
型
的
表
現
で
あ
る
が
、
「
予
定
す
る
」
「
見
込
む
」
の
意
を
示
す
カ
ネ
テ
と
し
て
は

　
　
o
す
ず
し
さ
に
ち
と
せ
を
か
ね
て
む
す
ぶ
か
な
玉
井
の
水
の
松
の
し
た
か
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
拾
遺
．
一
〇
．
七
六
二
〉

88



　
　
○
君
が
代
に
千
と
せ
を
か
ね
て
す
み
た
川
か
り
に
も
あ
だ
の
影
は
う
つ
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
後
拾
遺
・
七
・
五
二
一
〉

　
　
○
花
の
色
は
千
と
せ
を
か
ね
て
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
ま
さ
る
春
に
も
あ
る
か
な
　
　
　
　
　
〈
新
千
載
・
二
〇
・
二
＝
二
三
＞

　
　
o
莚
田
に
千
と
せ
を
か
ね
て
住
む
鶴
も
君
が
よ
は
ひ
に
し
か
じ
と
そ
思
ふ
　
　
　
　
　
　
　
く
新
拾
遺
・
七
・
七
二
二
V

　
　
O
小
鹿
の
角
の
束
の
間
に
千
歳
を
兼
ね
て
契
り
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
三
七
〉

な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
動
詞
の
連
用
形
に
付
く
補
助
動
詞
的
用
法
の
カ
ネ
テ
は
、
、
中
古
で
も
そ
れ
相
当
に
使

わ
れ
て
い
た
が
、
中
世
で
も
他
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
そ
の
用
例
は
多
い
。

○
ふ
か
み
ど
り
あ
ら
そ
ひ
か
ね
て
い
か
な
ら
ん
ま
な
く
時
雨
の
ふ
る
の
神
杉

○
待
ち
か
ね
て
遠
く
よ
り
き
た
る
も
の
は
、
帰
り
な
ど
し
て
、
川
原
人
ず
く
な
に
な
り
ぬ
。

o
入
道
、
猶
腹
を
す
ゑ
か
ね
て
、
　
「
経
遠
、
兼
康
」
と
め
せ
ば
…

o
家
ヲ
尋
カ
ネ
テ
通
所
ヲ
聞
出
テ
告
タ
リ
ケ
ル
。

o
縁
へ
上
が
ら
ん
と
し
け
れ
ど
も
、
上
が
り
か
ね
て
「
誰
か
御
わ
た
り
候
」
と
申
し
け
れ
ば
・

o
北
条
尋
ね
か
ね
て
、
す
で
に
下
ら
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
…

〈
新
古
今
・
六
・
五
八
一
〉

〈
宇
治
拾
遺
・
一
一
ノ
九
〉

　
　
　
　
　
〈
平
家
・
二
V

〈
十
訓
抄
・
一
〇
ノ
ニ
七
〉

　
　
　
　
〈
義
経
記
・
四
〉

　
　
〈
天
草
本
平
家
・
四
〉
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そ
し
て
、
左
の
よ
う
な
連
諾
カ
ネ
テ
の
例
は
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

○
聖
人
ハ
心
ナ
シ
。
萬
人
ノ
心
ヲ
以
テ
心
ト
ス
ト
イ
ヒ
テ
、
人
ノ
心
ヲ
カ
ネ
テ
民
ノ
ワ
ヅ
ラ
ヒ
ヲ
思
給
ケ
レ
。
　
〈
沙
石
集
・
三
V

○
虎
は
又
十
郎
が
心
を
か
ね
て
、
衣
ひ
き
か
づ
き
う
ち
ふ
し
ぬ
。

〇
十
郎
が
、
心
を
か
ね
て
い
で
ざ
る
さ
へ
、
や
さ
し
く
お
ぼ
ゆ
る
に
や
。

〈
曽
我
物
語
・
六
〉

〈
曽
我
物
語
・
六
〉

い
ず
れ
も
似
た
よ
う
な
使
い
方
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
カ
ネ
テ
は
、
今
ま
で
の
も
の
と
は
違
い
、
「
心
」
に
対
し
て
「
気
が
ね
し
て
」

「
遠
慮
し
て
」
「
偲
っ
て
」
な
ど
の
意
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
の
中
世
に
入
っ
て
、
初
め
て
出
て
来
た
連
語
カ
ネ
テ
の
新
し

い
意
味
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
、
連
語
カ
ネ
テ
が
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
意
味
・
用
法
の
上
で
、
広
が
り
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
そ
の
都
度
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
中
世
に
お
け
る
副
詞
カ
ネ
テ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
最

後
に
全
体
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
　
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
全
部
で
四
つ
の
章
に
分
け
て
、
副
詞
カ
ネ
テ
を
取
り
挙
げ
、
通
時
的
に
そ
の
意
味
・
用
法
を
調
査
し
て
来
た
。
ま
ず
、
現
代
語

の
カ
ネ
テ
の
用
法
を
ざ
っ
と
見
て
、
そ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
出
し
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
上
代
で
「
あ
ら
か
じ
め
」

「
事
前
に
」
な
ど
の
意
を
表
す
副
詞
カ
ネ
テ
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、
連
語
に
つ
い
て
も
調
べ
た
結
果
、
現
蛋
耳
に
す
る
「
一

緒
に
す
る
」
「
兼
職
す
る
」
、
そ
し
て
動
詞
の
連
用
形
に
付
い
て
「
…
し
よ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
」
　
「
…
し
て
い
る
こ
と
に
堪
え
ら
れ
な

い
」
の
意
を
表
す
補
助
動
詞
的
用
法
の
カ
ヌ
は
、
い
ず
れ
も
上
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
「
予
定
す
る
」
　
「
見
込
む
」
の
意
を
表



す
カ
ヌ
が
上
代
か
ら
存
在
し
、
そ
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
テ
の
付
い
た
も
の
が
、
副
詞
カ
ネ
テ
の
起
源
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の

連
語
カ
ネ
テ
は
、
現
代
語
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
。
前
章
の
中
世
で
は
、
使
用
例
が
歌
に
多
く
、
非
常
に
類
型
化
し
て
い
る
旨
述
べ
た
が
、

こ
れ
が
そ
の
前
の
中
古
で
も
同
じ
よ
う
に
歌
の
中
で
、
恵
外
に
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

o
梓
弓
い
そ
べ
の
こ
松
た
が
代
に
か
よ
う
つ
よ
か
ね
て
た
ね
を
ま
き
け
ん

〈
古
今
・
一
七
・
九
〇
七
〉

o
新
し
き
年
の
始
に
か
く
し
こ
そ
千
年
を
か
ね
て
た
の
し
き
を
つ
め

〈
古
今
・
二
〇
・
一
〇
六
九
〉

o
水
そ
こ
の
色
さ
へ
ふ
か
き
松
が
え
に
千
年
を
か
ね
て
さ
け
る
藤
浪

〈
後
撰
・
三
二
二
四
〉

o
松
の
こ
け
千
と
せ
を
か
ね
て
お
い
し
げ
れ
つ
る
の
か
ひ
こ
の
す
を
も
み
る
べ
く

〈
拾
遺
・
輔
八
・
二
六
七
〉

要
す
る
に
、
「
予
定
す
る
」
の
義
を
有
す
る
動
詞
カ
ヌ
に
接
続
助
詞
テ
の
付
い
た
カ
ネ
テ
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
意

を
表
す
副
詞
カ
ネ
テ
と
は
、
上
代
・
中
古
・
中
世
と
ず
っ
と
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
証
明
す
る
事
に
も
な
る
が
、

十
七
世
紀
の
初
め
に
成
っ
た
『
日
薗
辞
書
』
を
見
る
と
、
動
詞
カ
ヌ
は
三
カ
所
に
分
け
て
左
の
よ
う
に
載
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
活
用
は
同

じ
、
C
a
n
e
、
u
r
u
、
e
t
a
（
カ
ネ
、
ヌ
ル
、
ネ
タ
）
で
あ
る
が
、
意
味
は

①
（
予
ね
、
ぬ
る
、

②
（
兼
ね
、
ぬ
る
、

③
（
兼
ね
、
ぬ
る
、

ね
た
）
用
意
す
る

ね
た
）
何
か
事
を
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。

ね
た
）
二
つ
の
こ
と
に
た
ず
さ
わ
る
。

こ
の
動
詞
は
多
く
の
語
根
（
連
用
形
）
の
後
に
続
く
。

の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
「
一
緒
に
な
る
」
「
兼
職
す
る
」
の
カ
ヌ
が
③
に
、
動
詞
の
連
用
形
に
付

き
「
…
し
よ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
」
の
意
を
表
す
カ
ヌ
が
②
に
、
そ
し
て
①
は
「
予
定
す
る
」
「
見
込
む
」
の
意
を
表
す
カ
ヌ
に
相
当
す

91



る
。
結
局
、
上
代
で
す
で
に
あ
っ
た
連
語
の
カ
ヌ
は
、
『
日
葡
辞
書
隔
で
も
し
っ
か
り
用
い
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

同
書
に
は
、
副
詞
の
カ
ネ
テ
に
つ
い
て
も
左
の
よ
う
に
出
て
い
る
。

そ
し
て
、

92

C
a
n
e
t
e
カ
ネ
テ
（
予
て
）
　
副
詞
　
　
前
も
っ
て

▼
A
r
a
C
a
j
i
m
e

そ
の
後
、
近
世
に
入
る
と
、
副
詞
の
カ
ネ
テ
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
・
芭
蕉
・
近
松
な
ど
の
作
品
に
例
が
あ
る
。

o
兼
て
聞
及
び
し
様
子
見
る
に
・

（
過
去
と
呼
応
）
〈
好
色
一
代
男
・
三
〉

o
兼
て
才
覚
ら
し
く
兇
え
け
れ
ば
・

（
条
件
句
に
か
か
る
）
〈
好
色
五
人
女
・
二
〉

o
兼
て
耳
驚
か
し
た
る
二
堂
關
張
す
。

（
完
了
と
呼
応
）
〈
奥
の
細
道
〉

o
是
な
ふ
か
ね
て
申
せ
し
夕
霧
の
こ
と
・

（
過
去
と
呼
応
）
〈
夕
霧
阿
波
鳴
門
V

o
中
居
の
玉
は
か
ね
て
よ
り
茂
兵
衛
に
心
を
か
け
命
も
捨
ん
と
思
ひ
ご
む
。

（
助
詞
ヨ
リ
が
下
に
付
く
）
〈
大
経
師
黄
暦
V

o
し
ぬ
る
は
ふ
た
り
が
か
ね
て
の
か
く
ご
。

（
平
叙
文
に
か
か
る
）
〈
心
甲
宵
庚
申
〉

右
の
よ
う
に
副
詞
カ
ネ
テ
は
、
近
世
で
も
中
古
・
中
世
と
同
じ
よ
う
な
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
語
カ
ネ
テ

は
、
今
回
私
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
例
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
一
八
六
七
年
刊
行
の
『
和
英
語
林
集
成
一
を
見
る
と
、
副
詞

の
カ
ネ
テ
と
連
語
の
カ
ネ
ル
が
共
に
立
項
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
連
語
カ
ネ
ル
は
現
代
で
も
そ
の
用
法
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て

多
分
近
世
で
も
用
い
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
副
詞
カ
ネ
テ
の
元
と
な
っ
た
「
予
定
す
る
」
「
見
込
む
」
の
意
の
連
語
カ
ネ



ル
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
上
代
・
中
古
・
中
世
と
歌
の
中
で
類
型
的
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
の
意
の
連
語
カ

ネ
ル
は
、
現
代
語
で
も
ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
い
の
で
、
副
詞
カ
ネ
テ
に
一
本
化
し
、
近
世
で
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

尚
、
カ
ネ
テ
の
同
義
語
に
ア
ラ
カ
ジ
メ
が
あ
る
。
こ
の
語
は
上
代
で
こ
そ
例
が
出
て
来
る
が
、
中
古
以
降
は
も
っ
ぱ
ら
漢
文
訓
読
文
で
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
（
注
4
参
照
）
た
だ
、
古
辞
書
類
に
は
ず
っ
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
和
文
で
は
用
い
な
く
て
も
、
語
と
し
て

は
存
在
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
日
葡
辞
書
』
に
は
カ
ネ
テ
の
参
考
項
目
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
し
、
現
代
で
も
む
し
ろ
カ
ネ
テ
よ

り
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
副
詞
の
カ
ネ
テ
に
関
し
て
種
々
述
べ
て
来
た
が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
筆
を
措
く
こ
と
に
し
た
い
。

注
1
　
以
下
、
定
本
に
用
い
た
の
は
、
公
刊
の
索
引
類
を
元
に
し
た
の
で
、
大
半
が
旧
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
な
る
。

注
2
　
他
に
二
つ
、
カ
ネ
テ
の
例
を
挙
げ
る
本
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
こ
二
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

o
か
か
ら
む
の
懐
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
標
結
は
ま
し
を

〈
二
・
一
五
一
V

の
「
懐
」
が
「
豫
」
と
な
っ
て
い
る
本
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
を
カ
ネ
テ
と
よ
む
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
句
の
「
か
か
ら
む
の
」

の
「
の
」
が
「
乃
（
の
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
「
刀
（
と
）
」
と
し
た
上
で
の
考
え
方
。
と
こ
ろ
が
、
「
乃
」
は
乙
類
、
「
刀
」

は
甲
類
の
漢
字
な
の
で
、
　
「
乃
」
を
「
刀
」
の
誤
り
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
か
か
ら
む
の
」
と
来
れ
ば
、

カ
ネ
テ
に
か
か
る
事
は
な
く
、
こ
こ
は
定
本
通
り
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
例
〈
九
・
一
七
三
八
〉
も
カ
ネ
テ
と
よ
む

本
が
あ
る
が
、
こ
こ
も
定
本
に
従
い
、
ア
ラ
カ
ジ
メ
と
と
っ
た
。
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注
3
原
文
は
「
我
祢
豆
」
で
、
濁
音
化
し
て
い
る
が
、

を
受
け
て
カ
が
濁
音
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
二
番
目
の
音
節
が
ネ
と
い
う
鼻
音
の
音
節
な
の
で
、
そ
の
影
響

注
4
　
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
藝
閏
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
築
島
裕
・
東
京
大
学
出
版
会
二
九
六
一
二
年
）
四
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

注
5
　
『
太
平
記
』
は
土
井
本
（
本
文
及
び
語
量
索
引
・
勉
誠
社
・
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。

注
6
中
古
の
シ
ノ
フ
（
偲
）
に
関
し
て
は
、
第
三
音
節
の
清
濁
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
以
後
用
例
表
記
に
際
し
て
は
、
便
宜
上

シ
ノ
ブ
と
濁
音
で
記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
上
代
お
よ
び
中
古
の
用
例
は
、
公
刊
の
索
引
類
を
も
と
に
、
主
と
し
て
岩
波

書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
旧
版
）
を
用
い
た
。


