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加
も
な
い
こ
と
）

予
期
し
た
以
上
に
恩
恵
や
厚
誼
を
受
け
た
の
に
対
し
て
、

n
o
 ti;;uquita 
fito. 
(
冥
加
の
尽
き
た
人
）

同
上
。

）
の
語
は
、

時
に
は
、

あ
る
人
が
自
分
に
相
応
し
た
程
度
以
上
に
、

あ
る
い
は

M
i
o
g
a
 

ヽ
ャ
ウ
ガ

（
冥
加
）
よ
い
運
命
。
例
、

M
i
o
g
a
m
o
n
a
i

（
一
六

0
三
）
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

「
冥
加
な
い
」
と
い
う
感
謝
の

は

じ

め

に

明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
五
四
五
号
（
―

-
0
-
九
．
―
二
）

意
を
示
す
表
現
が
中
世
後
期
頃
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
百
日
葡
辞
書
』

浮
世
草
子
に
お
け
る

「
冥
加
」

fito. 
(
冥
加
も
無
い
人
）
、
ま
た
は
、
不
仕
合
わ
せ
な
人
。

M
i
o
g
a

深
く
感
謝
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。
例
、

M
i
o
g
a
m
o
n
a
i
coto
・
（
冥

に
関
わ
る
語
彙
に
つ
い
て

一
三
五
ー
一
六
五
頁

田

島

優
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こ
の
記
述
の
後
半
部
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
自
分
に
相
応
し
た
程
度
以
上
に
、
あ
る
い
は
予
期
し
た
以
上
に
恩
恵
や
厚
誼
を
受

け
た
」
場
合
に
お
い
て
感
謝
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
世
に
な
る
と
次
第
に
そ
の
語
構
成
や
意
味
用
法
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
近
枇
前
期
の
こ
と
ば
の
矯
正
書
で
あ
る
安
原
貞
室
の

み

や

う

が

じ

き

ん

せ

つ

I
¥

今
め
か
し
き
こ
と
成
べ
け
れ
ど
、
冥
加
と
い
ふ
こ
と
葉
の
つ
か
ひ
や
う
有
べ
し
と
云
へ
り
。
此
字
訓
に
付
て
。
説
々
侍
る
べ
け
れ

み
や
う
り
よ

ぎ

し

ん

め

い

ぶ

つ

だ

め

く

み

し

ゅ

じ

よ

う

く

ら

ど
、
先
一
儀
を
申
さ
ば
、
神
明
仏
陀
の
御
恵
に
て
衆
生
の
冥
き
を
加
護
し
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
、
ぞ
。
冥
慮
と
申
も
心
は
か
よ
ひ

け

り

や

う

そ

ん

き

そ

お

く

お

ん

い

り

い
な
か

侍
る
べ
し
。
然
る
を
、
此
こ
ろ
か
た
つ
田
舎
人
の
云
る
を
聞
侍
れ
ば
、
仮
令
尊
貴
の
人
の
疎
屋
へ
御
入
あ
る
や
う
の
お
り
ふ
し
、

な

り

み

や

う

が

こ

れ

も

つ

て

の

ほ

か

あ
る
じ
が
た
の
人
の
言
莱
に
、
扱
も
（
け
ふ
の
御
成
は
、
冥
加
な
ひ
御
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
な
ど
い
ふ
こ
と
侍
り
。
是
以
外

ひ

が

こ

と

な

る

か

な

た

ゞ

し

み

や

う

が

な

き

な

き

む

の
僻
言
成
べ
し
と
云
り
。
冥
加
に
叶
ひ
て
侍
る
な
ど
、
は
い
ふ
べ
き
こ
と
也
。
但
冥
加
無
の
無
は
無
の
字
の
心
に
は
あ
ら
で
、
な
、

と
い
へ
る
付
言
葉
に
や
。
縦
へ
ば
物
の
た
ら
は
ぬ
こ
と
を
は
し
た
と
も
申
し
、
は
し
た
な
き
と
も
い
ふ
。
又
は
は
ら
ぐ
ろ
な
る
事

み

や

う

が

み

や

う

が

の

が

を
も
き
た
な
き
な
ど
、
い
ふ
や
う
の
な
き
敷
°
し
か
ら
ば
、
冥
加
な
ひ
は
、
只
冥
加
な
と
い
ふ
言
葉
な
り
と
の
遁
れ
も
侍
る
べ
し
。

い
（
た
び

さ
れ
ど
も
冥
加
も
御
座
候
は
ぬ
な
ど
い
ふ
は
陳
ず
る
か
た
な
し
。
冥
加
の
至
り
に
て
さ
ふ
ら
ふ
な
ど
、
は
幾
度
も
い
ふ
べ
き
こ
と

な
り
と
云
へ
り

こ
の
記
述
か
ら
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
「
冥
加
な
い
」
の
語
構
成
が
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
に
、
身
分

の
高
い
人
に
よ
る
訪
問
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
感
謝
を
表
す
挨
拶
表
現
の
「
冥
加
な
い
御
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
」
に
対
し
て
、
こ
の

表
現
は
「
以
外
の
僻
言
」
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
冥
加
に
叶
ひ
て
侍
る
」
と
か
「
冥
加
の
至
り
に
て
さ

な
記
述
（
巻
一
）
が
見
ら
れ
る
。

『
か
た
こ
と
』

（
一
六
五

0
)
に
は
次
の
よ
う

136 
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れ
て
い
る
。

西
鶴
作
品
に
お
け
る
「
冥
加
」
を
伴
う
表
現
に
つ
い
て

い
う
よ
う
な
意
味
合
い
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
六
八
七
）

ふ
ら
ふ
」
と
い
う
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
注
一
）

こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
近
枇
前
期
の
感
謝
表
現
は
、
自
分
の
恐
縮
や
困
惑
の
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

相
手
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
か
私
の
よ
う
な
家
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
私

に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
光
栄
す
ぎ
て
、
神
仏
の
加
護
が
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
神
仏
に
見
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
、
と

『
か
た
こ
と
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
冥
加
な
い
」
の
意
が
次
第
に
人
々
に
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、
「
冥
加
に
叶
ひ
て
侍
る
」
の
よ
う

な
理
解
し
や
す
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
か
た
こ
と
』
よ
り
少
し
後
の
、
西
鶴
や
八
文
字
屋
本
な
ど
の
浮
世
草
子
に
お
け
る
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
意
味
用
法
や
表
現
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

西
鶴
の
作
品
に
は
、
「
冥
加
な
い
」
の
使
用
は

1
例
し
か
な
い
。
し
か
も
「
冥
加
な
き
仕
合
」
と
あ
り
、
「
仕
合
」
を
伴
っ
て
使
用
さ

其
ま
、
梅
之
助
に
、
「
只
今
登
城
す
べ
し
。
し
ば
し
の
内
、
叶
は
ざ
る
御
用
あ
り

C

も
し
病
中
と
い
は
ゞ
、
乗
物
に
て
迎
ひ
来
る

て
い
し
や
さ
か
が
は

If
人

し

ゅ

ん

＂

〉

や

こ

も

つ

か

ひ

し

な

の

ぜ

・

つ

べ
し
」
と
、
歩
行
」
ハ
尺
数
卜
人
、
御
手
医
者
坂
川
玄
春
、
御
使
者
に
は
今
の
御
物
甲
斐
品
之
丞
を
つ
か
は
さ
れ
け
る
に
、
内
蔵
、

こ

れ

み

や

う

が

し

あ

は

せ

さ

う

（

む

め

す

け

「
是
は
冥
加
な
き
仕
合
」
と
、
早
々
梅
之
助
を
送
り
（
「
武
道
伝
来
記
」
一
五
・
―
―
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係
で
あ
る
。

け
る
「
冥
加
な
い
」
の
用
例
と
合
わ
せ
て
考
え
た
い
。
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『
日
葡
辞
書
』

一
六
八
―
-
）

で
は
「
冥
加
な
い
こ
と
」
で
感
謝
の
意
を
示
す
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
仕
合
」
と
い
う
明
確
に
感

謝
や
悦
び
の
意
の
あ
る
語
を
伴
い
、
そ
の
語
を
修
飾
し
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
仕
合
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
冥
加
な
い
」

自
体
の
感
謝
の
意
が
逓
減
し
、
「
冥
加
な
い
」
自
体
に
感
謝
の
意
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ

し
、
「
冥
加
な
い
」
が
「
仕
合
」
を
修
飾
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
「
仕
合
」
で
は
な
く
、
程
度
の
大
き
い
「
仕
合
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
「
冥
加
な
い
」
が
程
度
の
大
き
さ
を
表
す
形
容
詞
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
文
章
に
お
い
て
は
、
感
謝
し
て
い
る
の
は
梅
之
助
で
は
な
く
、
梅
之
助
の
父
親
の
内
蔵
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
息
子
本
人
で
は
な
く
、
息
子
の
立
場
を
父
親
が
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
文
字
屋
本
に
お

西
鶴
の
作
品
に
は
、
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
は
、
「
冥
加
な
い
」
の
他
に
、
「
冥
加
あ
る
」
、
「
冥
加
お
そ
ろ
し
い
」
、
「
冥
加
に

つ
く
」
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」

の
四
つ
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
冥
加
あ
る
」
は
、
「
冥
加
な
い
」
と
は
「
冥
加
」
に
つ
い
て
有
無
の
関
係

に
な
る
。
た
だ
し
、
「
冥
加
な
い
」
は
状
況
に
よ
っ
て
は
感
謝
の
意
を
表
す
用
法
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の
「
冥
加
な
き
仕
合
」
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
冥
加
な
し
」
で
一
語
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
冥
加
あ
る
」
の
場
合
は
文
字
通
り
「
冥
加
」
が
「
あ
る
」

と

き

き

み

め

う

が

此
時
の
う
れ
し
さ
、
「
あ
の
君
に
七
代
ま
で
大
夫
冥
加
あ
れ
」
と
ぞ
願
ふ
。
（
『
好
色
一
代
男
』
七
•
六

世
之
介
が
軒
下
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
見
逃
し
て
く
れ
た
な
か
津
に
対
し
て
、
世
之
介
が
感
謝
し
て
い

る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
冥
加
」

の
前
に
「
大
夫
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
な
か
津
が
い
つ
ま
で
も
大
夫
と
し
て
全
盛
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は
な
か
り
き
（
『
日
本
永
代
蔵
』

一
・
四

一
六
八
八
）

ゆ

ぐ

も

く

も

み

た

び

福
も
木
紅
の
二
枚
が
さ
ね
、
白
ぬ
の
の
足
袋
は
く
な
ど
、

み
や
う
カ

女
房
の
分
と
し
て
、
冥
加
お
そ
ろ
し
き
こ
と
ぞ
か
し
（
『
世
間
胸
算
用
』
一
六
九
二
）

み

や

う

か

う

け

き

ぎ

よ

い

き

や

う

を

り

は

ふ

た

へ

ほ

か

こ

と

さ

、

し

い

ふ

く

殊
に
妻
子
の
衣
服
、
ま
た
上
も
な
き
事
共
、
身
の
程
し
ら
ず
。
冥
加
を
そ
ろ
し
き
。
高
家
貴
人
の
御
衣
さ
へ
、
京
織
羽
二
重
の
外

だ
い
み
や
う

f
)

ぜ
ん

む
か
し
は
大
名
の
御
前
が
た
に
も
あ
そ
ば
さ
ぬ
事
、

お
も
へ
ば
町
人
の

を
続
け
ら
れ
る
よ
う
神
仏
の
加
護
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
大
夫
」
と
し
て
の
「
冥
加
」
と
い

う
よ
う
に
、
あ
る
面
に
対
し
て
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
冥
加
」
の
前
に
名
詞
が
付
加
し
て
限
定
す
る
用
法
が
次
第

に
増
加
し
て
く
る
。
現
在
で
は
「
冥
加
」
で
は
な
い
が
、
「
役
者
冥
利
」
「
教
師
冥
利
」
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
次
の
例
も
、
「
冥
加
」

お
の
れ
は
、
六
波
羅
の
高
藪
の
う
ら
に
か
く
れ
ゐ
て
、
こ
こ
、
夜
盗
の
学
校
と
さ
だ
め
、
命
冥
加
の
あ
る
盗
人
に
、
こ
の
一
通
り

指
南
を
さ
せ
（
『
本
朝
二
十
不
孝
」
ニ
・
一

石
川
五
右
衛
門
が
、
盗
人
（
泥
棒
）
学
校
を
作
っ
て
、
「
命
冥
加
の
あ
る
盗
人
」
に
は
盗
人
と
し
て
の
一
通
り
の
指
導
を
し
た
と
あ
る
。

こ
の
後
に
も
段
階
に
応
じ
た
指
導
が
記
さ
れ
て
い
る
。
か
こ
さ
と
し
の
『
ど
ろ
ぼ
う
が
っ
こ
う
』
(
-
九
七
三

「
命
冥
加
の
あ
る
盗
人
」
は
経
験
の
長
い
年
輩
の
人
を
指
し
て
い
よ
う
。
盗
人
を
し
て
き
た
が
、
死
罪
に
も
な
ら
ず
、
命
に
関
し
て
神
仏

の
加
護
が
あ
っ
て
長
生
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
冥
加
あ
る
」
の
二
例
と
も
に
限
定
さ
れ
た
「
冥
加
」
で
あ
る
。

次
は
「
冥
加
お
そ
ろ
し
い
」
で
あ
る
。
西
鶴
の
作
品
に
は

2
例
あ
る
が
、
と
も
に
商
家
の
妻
の
贅
沢
さ
を
表
す
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

一
六
八
六
）

の
前
に
「
命
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

偕
成
社
）
の
よ
う
で
あ
る
。
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前
者
の

五
・
三
）

ひ

と

り

や

い

ば

思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
に
、
独
残
り
給
ひ
し
母
ま
た
刃
に
か
け
、

ほ
ど
さ
ぶ
ら
ひ
み
や
う
が

程
、
侍
冥
加
に
も
尽
き
ぬ
者
か
、

朝
二
十
不
孝
』

よ
し
／
＼
是
迄
と
、

か
た
き

年
来
の
敵
は
打
ず
し
て
い
や
ま
し
に
う
き
め
を
か
さ
ぬ
る
事
、
是

じ
が
い

す
で
に
自
害
と
見
え
し
が

（『本

七
版 商

家
の
女
房
の
服
装
が
派
手
に
な
り
、
大
名
の
御
前
や
、
高
家
や
買
人
で
さ
え
着
な
か
っ
た
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
分
を
過
ぎ

た
行
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
対
し
て
「
冥
加
お
そ
ろ
し
い
」
と
表
現
し
て
い
る
。
「
冥
加
」
が
「
お
そ
ろ
し
い
」
と
い

う
よ
う
に
主
述
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
冥
加
」
の
本
米
の
意
味
の
神
仏
の
加
護
と
い
う
よ
り
、
神
や
仏
に
よ
る
罰
が
恐
ろ

し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
神
仏
の
加
護
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
「
冥
加
（
な
い
こ
と
が
）
お
そ
ろ
し
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
に

な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
神
仏
の
加
護
か
ら
見
放
さ
れ
て
し
ま
い
、
罰
が
あ
た
る
よ
う
で
恐
ろ
し
い
と
な
ろ
う
。

次
は
「
冥
加
に
つ
く
」
で
あ
る
。
現
代
で
は
「

1
冥
利
に
つ
き
る
」
と
い
う
形
で
用
い
て
い
る
。
例
え
ば

二
0
―
二
）
で
は
「
〔
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
決
し
て
味
わ
う
こ
と
の
出
来
な
い
〕
人
間
と
し
て
の
最
高
の
△
充
足
感
（
幸
福
感
）
。
」

と
あ
り
、
プ
ラ
ス
の
意
味
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
拙
稿
（
二

0
0
四
）
「
「
冥
利
（
冥
加
）
に
尽
き
る
」
考
」
（
『
日
本
文
学
ノ
ー

ト
』
三
九
）

で
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ス
の
意
味
に
転
じ
る
の
は
大
正
時
代
以
降
で
あ
る
。

時
期
的
に
見
れ
ば
、
西
鶴
の
作
品
に
お
い
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
用
例
を
見
て
い
こ
う
。

た

ち

あ

し

ぺ

ん

み

や

う

が

勿
体
な
く
も
、
親
達
に
足
を
さ
す
ら
せ
大
小
便
と
ら
れ
、
冥
加
に
つ
き
し
身
の
は
て
、
親
の
ば
ち
あ
た
り
と
、
名
の
り
け
る

『
本
朝
二
十
不
孝
』

（
『
武
道
伝
来
記
』
四
・
三
）

の
例
は
、
両
替
屋
の
オ
兵
衛
と
い
う
男
の
こ
と
で
あ
る
。
オ
兵
衛
は
、
力
自
慢
で
、
高
松
の
荒
磯
と
名

の
り
相
撲
を
と
っ
て
四
国
一
番
の
取
り
手
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
山
里
で
夜
宮
相
撲
が
あ
っ
た
時
、
地
元
の
強
力
と
組
み
合
っ

「
新
明
解
国
語
辞
典
』
（
第
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あ
ば
ら
ぼ
ね

た
際
に
、
投
げ
ら
れ
て
骸
骨
が
く
だ
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
両
親
に
看
病
し
て
も
ら
う
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
神

の
例
は
、
母
を
相
手
の
刃
に
か
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
上
敵
が
打
て
な
い
の
は
、
侍
と
し
て
の
命
運
が
尽
き
は
て
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
分
や
職
業
が
「
冥
加
」
を
修
飾
す
る
場
合
は
、
「
神
仏
の
加
護
」
と
い
う
よ
り
も
、
侍
と
し
て
の
命
運
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
命
運
の
背
後
に
は
神
仏
の
加
護
が
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
前
者
の
オ
兵
衛
は
「
高
松
の
荒
磯
」
と
い
う
四

股
名
で
相
撲
を
と
っ
て
い
た
が
、
怪
我
を
し
て
か
ら
は
「
親
の
罰
あ
た
り
」
と
四
股
名
風
に
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
罰
が
あ
た
っ
た

の
で
あ
る
。

次
は
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
で
あ
る
。
『
か
た
こ
と
』
に
も
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ス
表
現
で
あ
る
。
「
か
な
ふ
」
と
は
、
目
的

や
趣
旨
に
合
致
す
る
と
か
、
願
望
が
実
現
す
る
意
を
表
す
。
こ
の
場
合
も
、
「
冥
加
」
の
前
に
「
武
士
の
」
と
い
う
よ
う
に
限
定
の
こ
と

橘
山
刑
部
は
、
殿
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
の
で
、
武
士
と
し
て
の
望
み
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
冥
加
」
は
近
世
中
期
に
お
い
て
は
、
背
後
に
あ
る
「
神
仏
の
加
護
」
よ
り
は
直
接
関
わ
っ
て
い
る
身
分
や
職
に
お
け

る
命
運
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
冥
加
」
の
前
に
名
詞
が
接
続
し
て
「
冥
加
」

の
範
囲
を
限
定
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
原
因
な
の
か
ま
だ
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
「
冥
加
」
の
衰
退
に
伴
っ
て
、
新
た
な
表
現
と
し
て
「
冥
利
・
冥
理
」

橘
山
刑
部
と
て
、

ぶ

し

み

や

う

武
士
の
冥
加
に
か
な
ひ
、

き

げ

ん

ゑ

い

ぐ

は

と
の

奥
州
福
島
に
て
、
出
頭
こ
の
一
人
、
殿
の
御
心
底
我
物
に
し
て
、
御
機
嫌
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
栄
華
の
時
を
得
て
、

一
家
中
こ
の
人
に
思
ひ
付
事
、
御
威
光
ば
か
り
に
あ
ら
ず
（
『
武
道
伝
来
記
』

一・ニ）

ば
が
置
か
れ
て
い
る
。

仏
の
加
護
が
終
わ
り
、
神
仏
に
見
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の

『
武
道
伝
来
記
』
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西
鶴
の
作
品
で
は
、
ま
だ
「
冥
利
」
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
冥
理
」
が
1
例
見
ら
れ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典

「
冥
利
」
と
「
冥
理
」
は
別
の
見
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
「
冥
利
」
は
仏
典
に
典
拠
が
あ
る
が
、
「
冥
理
」
は
仏
典
や
漢
籍
に
典
拠
は
認
め

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

で
は
、
「
冥
利
」
に
対
し
て
は
、
「
①
仏
語
。
仏
菩
薩
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に

与
え
る
利
益
゜
②
転
じ
て
、
人
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
、
神
仏
や
他
人
な
ど
か
ら
与
え
ら
れ
る
福
利
・
恩
恵
。
」
と
あ
る
。

一
方
の
「
冥

理
」
に
対
し
て
は
、
「
人
の
目
に
は
知
ら
れ
な
い
神
仏
の
考
え
。
ま
た
、
隠
さ
れ
て
い
る
道
理
。
」
と
語
釈
を
施
し
て
い
る
。
辞
書
と
い

う
性
格
上
、
「
理
」
と
「
利
」
と
の
違
い
を
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
西
鶴
の
作
品
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

父
で
あ
る
滝
之
進
が
五
助
を
毒
殺
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
滝
之
進
の
息
子
で
あ
る
角
之
丞
は
五
助
の
息
子
で
あ
る
五
七
郎
に
討
た
れ

た
。
そ
れ
は
、
滝
之
進
が
武
士
の
本
意
に
背
い
た
か
ら
、
そ
の
天
罰
が
息
子
角
之
丞
に
降
り
か
か
っ
た
の
だ
と
、
母
が
説
明
し
て
い
る
。

「
程
」
は
形
式
名
詞
で
あ
る
が
、
原
因
理
由
を
表
す
接
続
助
詞
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
こ
の
用
例
を
も

と
に
「
冥
理
」
の
語
釈
を
施
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
人
の
目
に
は
知
ら
れ
な
い
神
仏
の
考
え
。
ま
た
、
隠
さ
れ

て
い
る
道
理
」
と
し
て
い
る
。
文
脈
的
に
「
利
益
」
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
意
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
「
考
え
」
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
新
日
本
古
典
全
集
（
小
学
館
）
は
「
因
果
」
と
訳
し
て
語
自
体
を
マ
イ
ナ
ス
的
な
意
味
合
い
に
し
て
い
る
。
近
世
前
期
に
お
い
て
、

「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
が
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
冥
理
」
も
中
立
的
な
語
と
見
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ち

、

た

き

し

ん

ぶ

し

、

そ

む

め

う

り

ゆ

み

や

が

み

て

ん

ば

つ

か

く

の

ぜ

う

、
角
之
丞
に

さ
れ
共
、
父
滝
之
進
、
武
士
の
本
意
に
背
き
た
る
冥
理
の
程
、
弓
矢
神
に
も
見
は
な
さ
れ
し
、
天
罰
の
が
れ
ず
し
て

酬
て
、
只
今
御
手
に
か
、
り
た
り
（
『
武
道
伝
来
記
』
六
・
三
）
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が
生
ま
れ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
二
版
』
で
は
、
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一
六
八
四
）

さ

だ

あ

た

ら

し

こ

の

む

ら

び

や

く

ら

．

い

あ

ふ

ぎ

い

へ

あ

ね

其
家
の
姉
女
良
の
ま
ね
を
す
る
に
や
、
聞
と
が
む
れ
ば
、
定
ま
つ
て
く
せ
あ
り
。
新
屋
の
あ
、
し
ん
き
、
木
村
屋
の
百
瑯
、
扇
子

や

ぎ

か

な

だ

み

や

う

り

あ

か

し

た

ん

ば

む

げ

ふ

ぢ

さ

か

い

屋
の
あ
ヽ
ゑ
ず
、
八
木
屋
の
つ
が
も
な
い
、
金
田
屋
の
名
利
、
明
石
屋
の
う
る
さ
、
丹
波
屋
の
無
下
な
い
、
藤
屋
の
て
ん
と
、
堺

す
み
よ
し

げ

び

ま

つ

ば

ら

き

ど

く

ふ

し

み

し

ほ

や

さ

て

屋
の
下
卑
た
、
松
原
屋
の
気
の
毒
、
伏
見
屋
の
に
く
や
の
、
塩
屋
の
そ
れ
と
て
も
、
京
屋
の
何
が
扱
、
大
坂
屋
の
み
ぢ
ん
、
住
吉

っ

ち

み

な

と

か

み

み

い

ば

ら

ぎ

ほ

か

や

り

て

か

ぶ

ろ

く

ち

屋
の
今
に
か
ぎ
ら
ず
、
槌
屋
の
け
り
や
う
、
湊
屋
の
神
な
ら
ぬ
身
、
茨
木
屋
の
そ
も
や
、
此
外
遣
手
禿
ま
で
も
、
口
ぐ
せ
あ
れ
ど
も
、

書
に
つ
き
ず
。
大
か
た
の
事
は
人
も
見
ゆ
る
か
し
（
ニ
・
五

新
大
系
（
岩
波
書
店
）
が
「
「
冥
利
」
の
宛
字
と
も
見
ら
れ
る
」
と
い
う
解
釈
に
納
得
が
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
弓
矢
神
と
あ
る

よ
う
に
、
武
士
に
お
い
て
は
弓
矢
神
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
冥
加
」
や
「
冥
利
（
冥
理
）
」
の
前
に
身
分
や
職
が
来
た
場
合
に
は
、

そ
の
身
分
や
職
に
関
わ
る
神
が
関
与
し
て
、
ま
た
そ
の
神
に
見
放
さ
れ
る
と
天
罰
が
下
る
の
で
あ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
」

で
は
、
『
好
色
二
代
男
（
諸
艶
大
鑑
）
』

の
「
名
利
」

の
例
を
「
冥
利
」
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
「
冥
利
」
の
中

の
④
の
「
身
分
、
職
業
な
ど
を
表
わ
す
こ
と
ば
の
下
に
付
け
て
、
「
自
分
の
身
分
・
職
業
に
か
け
て
」
と
誓
い
の
意
を
示
す
の
に
用
い
る
」

の
用
例
と
し
て
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
各
遊
女
屋
の
口
癖
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

遊
女
屋
の
口
癖
に
は
マ
イ
ナ
ス
的
な
悪
い
こ
と
ば
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
金
田
屋
は
「
名
利
」
が
口
癖
で
あ
る
と
い
う
。
注
釈
書
に

よ
る
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
例
は
「
冥
利
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
新
大
系
は
「
約
束
を
背
け

ば
神
仏
の
加
護
が
尽
き
て
も
か
ま
わ
な
い
と
、
自
ら
誓
っ
て
言
う
語
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
店
で
は
客
に
む
や
み
や
た
ら
に
誓
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
「
名
利
（
冥
利
）
」
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
西
鶴
作
品
に
見
ら
れ
る
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
中
世
の
「
冥
加
」
と
は
違
い
、
神
仏
の
加
護
と
い



明治大学教養論集 通巻 545号 (2019・ 12) 144 

理
）
」
に
関
わ
る
表
現
の
使
用
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

確
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

の
検
索
に
あ
た
っ
て
は
汲
古
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
八
文
字
屋
本
全
集
索
引
』
（
二

0
一
三
）
を
利
用
し
た
。
西
鶴
一
個
人
と
は
異

の
『
け
い
せ
い
色
三
味
線
』
以
後
、

八
文
字
屋
本
に
お
け
る
「
冥
加
」
を
伴
う
表
現
に
つ
い
て

利
」
と
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

う
意
味
合
い
は
薄
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
冥
加
」
の
前
に
身
分
や
職
業
の
語
が
付
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
人
の

全
体
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
身
分
や
職
に
関
わ
る
命
運
と
い
う
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
漠
然
と
し
た
神
仏
で
は
な

く
、
そ
の
身
分
や
職
に
関
わ
る
神
の
加
護
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
「
冥
理
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
冥

八
文
字
屋
本
と
は
、
京
都
の
八
文
字
屋
か
ら
出
版
さ
れ
た
浮
世
草
子
の
こ
と
で
あ
る
。

一
七

0
一
年
（
元
禄
十
四
）
刊
の
江
島
其
碩

一
七
七

0
年
代
ま
で
刊
行
さ
れ
た
作
品
を
指
す
。
時
代
的
に
は
西
鶴
の
作
品
よ
り
も
十
年
ほ
ど
後

の
も
の
か
ら
百
年
後
ま
で
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
八
文
字
屋
本
に
お
け
る
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
く
が
、
用
例

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
つ
い
て
用
例
が
多
い
。
こ
の
八
文
字
屋
本
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
表
現
の
使
用
状
況
を
よ
り
明

西
鶴
が
使
用
し
て
い
た
表
現
で
あ
る
「
冥
加
お
そ
ろ
し
い
」
「
冥
加
に
つ
く
」
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
に
加
え
て
、

八
文
字
屋
本
で
は
新

た
に
「
冥
加
に
余
る
」
「
冥
加
し
ら
ず
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
「
冥
加
」
に
と
っ
て
代
わ
る
表
現
と
思
わ
れ
る
「
冥
利
（
冥

各
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
用
例
数
は
「
冥
加
な
い
」
が

11
例
、
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」

4
例
、
「
冥
加
に
つ
く
」
が

11
例
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」

27
例
、
「
冥
加
に
あ
ま
る
」
が

14
例
、
「
冥
加
し
ら
ず
」
が
7
例
、
「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
関
わ
る
表
現
が
6
例
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一
七
一
九
）

ふ

3
人

よ

う

せ

う

り

ち

き

；

々

●

，

＾

^

・

つ

め

＾

か

ん

ど

う

②
沖
之
進
不
便
に
思
ひ
、
コ
レ
修
理
之
助
。
幼
少
よ
り
律
義
な
る
牛
れ
つ
き
。
少
々
の
仕
損
じ
は
。
宥
免
し
て
勘
当
許
し
て
や
っ
て

た
も
。
身
が
佗
す
る
ぞ
と
あ
り
け
れ
ば
、
冥
加
も
な
い
御
ま
へ
の
御
言
葉
に
か
け
ら
る
、
や
う
な
奴
め
に
て
は
な
く
候
。

や
い
不

き

よ

ゐ

お

も

じ

き

の

＇

）

人

も

ん

か

き

①
益
左
衛
門
父
子
に
あ
ひ
、
御
意
の
趣
を
述
べ
身
に
く
も
り
な
き
に
お
ゐ
て
は
神
文
を
書
て
上
ら
る
べ
し
と
申
し
け
れ
ば
、
益
之
丞

ま

こ

と

あ

り

が

た

ぎ

ゐ

み

や

う

が

し

．

＾

も

．

＾

承
り
誠
に
有
難
御
上
意
冥
加
な
き
仕
合
か
し
こ
ま
つ
て
神
文
を
し
た
、
め
さ
し
申
べ
き
が
(
[
武
道
近
江
八
景
l

四

る
場
合
で
あ
る
。

八
文
字
屋
本
に
は
「
冥
加
な
い

あ
る
。
用
例
数
の
多
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
紙
幅
の
関
係
で
全
用
例
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
冥
加
な
い
」
に
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ

ス
の
用
法
が
あ
る
の
で
全
11
例
を
扱
う
。
ま
た
「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
関
わ
る
も
の
は
、
「
冥
加
」
と
の
関
係
を
見
る
た
め
に
、

全
7
例
を
扱
う
。
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
用
例
の
中
で
用
法
の
大
き
な
違
い
が
な
い
の
で
、

5
例
以
上
あ
る
も
の
は

5
例
に
と
ど
め

る
。
す
な
わ
ち
、
「
冥
加
に
つ
く
」
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
「
冥
加
に
あ
ま
る
」
「
冥
加
し
ら
ず
」
に
関
し
て
は

5
例
だ
け
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

各
表
現
の
用
法
を
理
解
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で

「
冥
加
な
い
」
が
感
謝
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
、
身
分
の
上
の
人
か
ら
厚
意
あ
る
こ
と
を
し
て
も
ら
っ
た
場
合
で
あ
る
。
自
ら

行
っ
た
こ
と
や
他
の
人
が
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
冥
加
な
い
」
と
言
う
の
は
、
そ
の
行
為
が
身
分
の
高
い
人
に
対
し
て
失
礼
に
あ
た

礼
に
対
す
る
咎
め
と
の
両
方
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
感
謝
表
現
の
場
合
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ニ
ー

「
冥
加
な
い
」

使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

（
「
冥
加
も
な
い
）
」
が
11
例
見
ら
れ
る
が
、
相
手
へ
の
感
謝
の
表
明
と
、
相
手
の
失

こ
れ
も
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⑤
ほ
ん
に
命
の
親
と
申
も
。

「
冥
加
な
い
」

一
七
三

0
)

と
ゞ
き

届
者
め
。
（
『
契
情
お
国
蹟
妓
』
五

め

う

が

せ

わ

③
冥
加
な
い
。
御
世
話
に
あ
づ
か
る
恭
い
と
。
し
ら
ぬ
が
仏
有
り
が
た
が
る
（
『
賤
太
平
記
後
楠
軍
法
鎧
桜
』
―
―
一
ー
七
一
七
三
二
）

ち

う

し

ん

こ

と

ば

か

じ

は

ら

か

う

へ

あ

り

が

た

f
)

ぢ

や

う

お

も

む

き

ふ

り

よ

ご

ぢ

や

う

う

け

給

る

ま

こ

と

ぶ

④
平
家
無
二
の
忠
臣
と
の
御
詞
。
梶
原
頭
を
う
な
だ
れ
。
有
難
き
御
錠
の
趣
。
不
慮
の
事
に
て
か
、
る
御
錠
を
承
事
。
誠
に
武

う

ん

か

な

め

う

が

お

ぽ

へ

つ

、

し

，

＾

の

ヘ

運
に
叶
ひ
。
冥
加
な
く
覚
候
と
。
謹
で
述
け
れ
ば

お
腹
が
立
ま
せ
ふ
が
。

（
「
敦
盛
源
平
桃
』
ニハ

イ

生
た
ほ
と
け
さ
ま
。
お
冥
加
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
と
。
一
一
念
な
く
よ
ろ
こ
ぶ
て
い

一
七
四
一
）

の
用
例
の
内
、
感
謝
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
約
半
数
で
あ
る
。
①
は
、
大
殿
の
御
上
意
に
対
し
て
「
冥
加

な
き
仕
合
」
と
述
べ
て
い
る
。
西
鶴
の
用
例
と
同
じ
よ
う
に
「
冥
加
な
い
」
は
「
仕
合
」
を
修
飾
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
後
で
そ
の
あ
り
が
た
い
お
こ
と
ば
に
は
従
え
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
②
は
沖
之
進
が
、
修
理
之
助
に
対
し
て
浮
世
又
平
を
勘

当
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
頼
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
、
修
理
之
助
が
「
冥
加
な
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
沖
之
進
の
言
莱

自
体
は
又
平
に
対
し
て
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
お
こ
と
ば
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
後
で
そ
の
よ
う
な
お
こ
と
ば
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
な

奴
で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
に
そ
の
後
に
そ
の
こ
と
ば
に
従
え
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
心
か
ら
の
感
謝
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
身
分
の
上
か
ら
の
人
の
こ
と
ば
に
対
し
て
す
ぐ
に
反
論
で
き
な
い
の
で
、
一
旦
は
感
謝
の
意
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
③
・
④
・
⑤
は
心
か
ら
の
感
謝
と
い
え
よ
う
。
③
は
、
実
は
相
手
に
騒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
相
手
に
対

し
て
「
冥
加
な
い
」
「
御
世
話
に
あ
づ
か
る
」
「
恭
い
」
と
三
つ
も
の
感
謝
表
現
を
並
べ
て
い
る
。
感
謝
の
度
が
強
い
と
も
い
え
よ
う
が
、

こ
の
よ
う
に
感
謝
表
現
を
重
ね
る
こ
と
は
「
冥
加
な
い
」
や
「
添
い
」
の
感
謝
の
意
が
逓
減
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
④
は
、
経
盛
卿
か

ら
の
あ
り
が
た
い
お
こ
と
ば
に
対
し
て
、
「
誠
に
武
運
に
叶
ひ
、
冥
加
な
く
覚
候
」
と
、
挨
拶
こ
と
ば
の
形
式
に
従
っ
て
感
謝
の
意
を
述

（
『
風
流
庭
訓
往
来
』

一
七
六
三
）
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景
清
に
き
け
が
し
の
ひ
と
り
ご
と
こ
そ
い
ぶ
か
し
き
（
『
御
伽
平
家
』
四
一
七
二
九
）

あ

じ

ゃ

せ

た

い

し

ば

い

あ

く

ざ

い

ふ

か

う

⑧
い
か
に
し
ら
ぬ
身
な
れ
ば
と
て
。
父
の
そ
と
ば
に
足
を
か
け
。
踏
た
る
我
は
っ
た
へ
聞
。
阿
闇
世
太
子
に
百
倍
の
十
悪
罪
の
不
孝

も
の
。
ゆ
る
さ
せ
給
へ
と
そ
と
ば
を
拝
し
。
冥
加
な
い
も
っ
た
い
な
い
（
『
御
伽
平
家
後
風
流
扇
子
軍
』
ニ
ー
七
一
七
二
九
）

⑨
朱
渓
斎
に
申
け
る
は
。
主
人
信
吉
御
来
駕
を
浅
か
ら
ず
存
。
御
馳
走
の
為
是
に
休
み
所
し
つ
ら
は
せ
置
候
。
屋
か
た
ま
で
は
い
ま

し

ば

ら

く

き

う

そ

く

て

い

ね

い

だ
道
の
程
も
さ
ふ
ら
へ
ば
。
暫
是
へ
御
入
有
て
。
御
休
息
な
さ
る
べ
し
と
い
ひ
け
れ
ば
。
ハ
レ
ヤ
レ
御

T
寧
成
御
事
い
た
み
入
。

け
れ
ば
（
『
当
世
御
伽
曽
我
』
ニ

て

ぐ

る

ま

た

冨

⑦
輩
姫
は
正
し
き
白
河
院
の
御
孫
の
姫
宮
成
を
。
賤
し
き
伊
勢
平
氏
が
娘
な
り
と
き
ら
は
る
、
は
。

め
う
が

か
。
冥
加
な
い
事
共
と
。

も
っ
た
い
な
い
と
い
ふ
べ
き

我
々
は
い
や
し
き
町
人
。

か
ほ

e

ゆ

あ
に

⑥
う
ぬ
め
ら
は
兄
河
津
殿
を
い
か
な
る
意
趣
に
て
射
こ
ろ
せ
し
ぞ
。
ま
つ
す
ぐ
に
申
せ
と
あ
れ
ば
。
両
人
け
う
と
き
頻
を
し
て
。

め

う

が

ち

ん

い
か
で
殿
様
へ
さ
や
う
の
冥
加
な
き
事
を
仕
る
べ
き
。
定
而
人
の
い
ひ
あ
や
ま
り
に
て
候
べ
し
と
陳
じ

加
な
い
」
の
用
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
謝
表
現
に
対
し
て
、
⑥
か
ら
⑪
は
身
分
の
高
い
人
へ
に
対
す
る
（
自
ら
の
）
行
為
が
「
失
礼
で
あ
る
」
こ
と
を
表
す
「
冥

一
七
ニ
―
-
）

い
よ
う
で
あ
る
。

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑤
は
、
病
気
で
あ
る
乞
食
に
対
し
て
勘
解
由
が
薬
を
与
え
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
気
が
回
復
し
た
こ
と

に
対
す
る
感
謝
の
表
明
で
あ
る
。
「
お
冥
加
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
と
、
敬
意
を
籠
め
た
表
現
で
感
謝
の
意
を
述
べ
て
い
る
。
「
な
い
」
の

T
寧
形
が
「
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
な
い
」
は
強
意
の
接
尾
語
で
は
な
く
、
「
無
」
を
表
す
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
近
世
中
期
に
お
い
て
も
「

9

呉
加
な
い
」
が
感
謝
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

な
お
、
①
の
例
か
ら
、
西
鶴
の
例
に
お
い
て
「
冥
加
な
い
仕
合
」
と
あ
っ
た
の
は
、
父
親
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
は
い
え
な
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せ

つ

か

く

き

う

そ

く

折
角
御
心
ざ
し
に
て
仰
付
ら
れ
た
る
休
息
所
。

め
う
が

の
り
打
に
は
冥
加
な
し
。
成
ほ
ど
休
み
参
る
べ
し
と
（
「
富
上
浅
間
裾
野
桜
」
四

一
七
三

0
)

ち

う

ば

つ

り

ん

し

め

う

が

⑩
頼
義
公
誅
伐
の
綸
旨
を
似
せ
て
く
れ
と
の
頼
み
。
冥
加
な
い
事
と
は
思
ひ
な
が
ら
。
三
百
両
下
さ
れ
な
ば
。
し
た
、
め
て
進
ず
べ

や

く

こ

の

ぶ

ん

だ

ん

し

き

じ

し
と
。
か
た
＜
約
し
て
好
み
の
文
段
。
職
事
の
筆
を
似
せ
。
綸
旨
を
書
て
つ
か
は
し
ぬ
れ
ば
（
『
風
流
東
大
全
』
三
一
七
三
一
）

た
い
せ
つ

と

の

あ

lf

⑪
ま
が
き
よ
。
け
ふ
よ
り
わ
ら
は
に
成
か
は
り
。
殿
の
お
ね
ま
の
上
お
ろ
し
。
お
の
へ
の
前
を
産
の
子
と
思
ひ
。
大
切
二
そ
だ
て

か
ほ

あ
げ
て
。
く
れ
人
＼
ヽ
た
の
む
と
仰
ら
れ
し
時
。
こ
な
た
は
の
。
顔
ま
つ
か
い
に
し
。
も
っ
た
い
な
い
何
事
を
仰
出
さ
れ
ま
す
。
そ

め
う
が

も
や
お
姫
様
を
う
み
の
子
と
は
。
冥
加
な
い
と
い
ろ
（
し
ん
し
し
や
く
の
詞
を
お
聞
入
れ
な
く
（
『
風
流
東
大
全
』
四
）

⑥
は
、
河
津
殿
を
射
殺
す
こ
と
に
対
し
て
「
い
か
で
殿
へ
さ
や
う
の
冥
加
な
き
事
を
仕
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
殿
を
射
殺
す
と
い
う

H
上
へ
の
行
為
で
あ
る
。
⑦
は
、
清
盛
は
白
河
院
の
子
で
あ
る
か
ら
輩
車
姫
は
実
は
白
河
院
の
孫
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
輩
姫
を
平
清

盛
の
娘
だ
と
い
っ
て
、
左
大
臣
家
が
花
嫁
と
し
て
不
相
当
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
私
（
五
十
の
年
寄
り
）
か
ら
す
れ
ば
「
も
っ
た
な
い
」

と
い
う
べ
き
か
「
冥
加
な
い
事
共
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑧
は
、
有
王
は
自
分
の
主
人
で
あ
る
俊
寛
を
流
人
に
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
憎
ん
で
い
た
（
多
田
）
行
網
が
本
当
は
自
分
の
父
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
、
そ
の
父
の
そ
と
ば
に
足
を
か
け
て
踏
ん
だ
こ
と
を

後
悔
し
て
「
冥
加
な
い
。
も
っ
た
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑨
は
、
信
吉
長
者
が
我
々

（
朱
渓
彩
ら
）
を
も
て
な
す
た
め

せ
い
も
ん

に
作
っ
た
休
息
所
を
、
無
視
し
て
通
り
過
ぎ
る
の
は
「
冥
加
な
し
」
と
述
べ
、
休
息
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
⑩
は
、
「
今
迄
心
誓
文
立
て

や
め止

た
る
に
せ
物
」
作
り
を
、
娘
を
助
け
る
た
め
に
、
そ
の
誓
文
を
破
っ
て
「
に
せ
物
の
頼
義
公
誅
伐
の
綸
旨
」
を
書
こ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
、
「
冥
加
な
い
事
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
偽
の
綸
旨
を
書
い
た
、
こ
の
菖
軒
は
殺
さ
れ
た
が
、
そ
の
亡

あ
し

魂
は
コ
御
論
旨
を
似
せ
」
た
こ
と
に
対
し
て
「
悪
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
⑪
は
、
死
に
か
け
て
い
る
奥
様
か
ら
、
ま
が
き
に
対
し
て
姫
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ど
も
（
『
雷
神
不
動
桜
』
四

一
七
三
三
）

「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
は
こ
の

4
例
で
あ
る
。
「
お
そ
ろ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

4
例
を
見
て
い
く
と
マ
イ
ナ
ス
的
な
表
現
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
西
鶴
の
用
例
と
同
じ
よ
う
に
、
神
仏
の
加
護
か
ら
見
放
さ
れ
る
の
が
お
そ
ろ
し
い
と
な
ろ
う
。
西
鶴
の
「
冥
理
」

み
（
『
愛
護
初
冠
女
筆
始
』
五
一
七
一
二
五
）

⑮
も
っ
た
い
な
ひ
私
風
情
の
も
の
が
、
先
祖
よ
り
の
御
主
を
僕
に
し
て
、

い
」
と
い
っ
て
、

ニーニ

み
や
う
が

か
さ

⑫
私
近
々
笠
や
町
で
色
茶
や
仕
り
ま
す
。
女
道
の
ま
け
た
を
悦
び
お
祝
ひ
の
金
を
も
ら
ふ
て
は
、
冥
加
が
お
そ
ろ
し
い
と
身
を
ふ
る

一
七

0
九）

は
す
れ
ば
（
『
遊
女
懐
中
洗
濯
』
風
流
之
巻

じ
ゞ
う

⑬
め
の
と
の
小
侍
従
す
、
み
出
、
私
な
ど
の
や
う
な
数
な
ら
ぬ
女
の
、
御
前
ち
か
ふ
罷
出
、
殿
様
へ
申
上
る
は
も
っ
た
い
な
い
と
申

め
う
が

さ
ふ
か
、
冥
加
の
程
も
お
そ
ろ
し
い
事
な
が
ら
（
『
御
伽
平
家
」
―
―
七
二
九
）

く

ら

ゐ

き

ん

た

ち

ふ

ぜ

い

め

う

が

お

そ

ろ

⑭
か
り
そ
め
な
が
ら
御
位
高
き
君
達
。
我
等
風
情
が
恋
奉
る
は
冥
加
恐
し
く
、
今
生
に
て
は
叶
は
ぬ
事
と
、
そ
れ
よ
り
思
ひ
し
づ

「
冥
加
お
そ
ろ
し
（
冥
加
が
お
そ
ろ
し
）
」

め
う
が

ど
ふ
せ
い
か
ふ
せ
い
と
申
は
あ
ま
り
冥
加
お
そ
ろ
し
け
れ

を
産
み
の
子
と
思
っ
て
大
切
に
育
て
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
言
い
、
姫
様
を
産
み
の
子
と
す
る
こ
と
は
「
冥
加
な

い
ろ
い
ろ
料
酌
（
辞
退
）

の
こ
と
ば
を
述
べ
て
い
る
。
辞
退
の
こ
と
ば
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

感
謝
表
現
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
が
姫
様
を
産
み
の
子
と
す
る
こ
と
は
と
て
も
恐
れ
多
く
て
失
礼
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
⑥
か
ら
⑪
は
、
先
に
扱
っ
た
①
か
ら
⑤
と
は
異
な
っ
て
、
身
分
の
上
の
人
へ
の
行
い
が
「
冥
加
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

上
の
人
に
対
し
て
失
礼
な
こ
と
に
な
り
、
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
併
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

の
例
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⑭
は
、

「
冥
加
に
つ
く
」

で
見
た
よ
う
に
、
神
仏
に
見
放
さ
れ
る
と
天
罰
が
下
る
の
で
あ
る
。

（
『
け
い
せ
い
竃
照
君
』
四

さ
て
用
例
を
見
て
い
こ
う
。
⑫
は
、
女
道
と
衆
道
と
の
争
い
に
お
い
て
衆
道
が
勝
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
衆
道
方
の
大
尽
が
皆

に
お
金
を
振
る
舞
っ
た
が
、
忠
兵
衛
は
そ
れ
を
断
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
忠
兵
衛
は
色
茶
屋
を
経
営
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な

自
分
が
、
女
道
が
負
け
た
の
を
悦
ん
だ
、
そ
の
お
祝
い
の
金
を
も
ら
っ
て
は
、
「
冥
加
が
お
そ
ろ
し
い
」
の
で
あ
る
。
⑬
は
、
右
馬
助
家

も
り盛

の
乳
母
で
あ
る
小
侍
従
が
、
清
盛
公
の
近
く
に
出
て
、
消
盛
公
に
対
し
て
直
接
申
し
上
げ
る
こ
と
は
「
冥
加
の
程
も
お
そ
ろ
し
い
事
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
前
に
「
も
っ
た
い
な
い
と
申
さ
ふ
か
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

一
介
の
浪
人
で
あ
る
半
内
が
二
条
の
蔵
人
の
若
君
で
あ
る
愛
護
を
恋
い
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
「
冥
加
恐
ろ
し
」

あ
る
。
⑮
は
、
先
祖
か
ら
小
野
家
に
仕
え
て
い
る
大
原
万
九
が
医
者
退
安
と
名
乗
り
、
芝
山
伝
内
と
名
乗
っ
て
い
る
主
人
で
あ
る
小
野

春
道
を
自
分
の
草
履
取
り
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
い
の
で
あ
る
。

⑫
を
除
い
た
⑬
か
ら
⑮
は
、
身
分
の
下
の
者
が
上
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
が
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
身
分
の
差
が
あ
り
す
ぎ
る
相
手
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
は
失
礼
で
あ
り
、
神
仏
の
加
護
か
ら
見
放
さ
れ
、

罰
が
お
そ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
⑫
は
、
女
道
に
よ
っ
て
生
活
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
忠
兵
衛
に
と
っ
て
、
衆
道
が
そ
の
女
道
を
破
っ
た

お
祝
い
の
お
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
、
神
や
仏
の
道
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
天
罰
が
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
—
三

は
な
は
だ
恐
れ
多
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

い
こ
と
な
の
で

一
七
一
八
）

あ

し

ぜ

ん

ふ

み

⑯
是
が
く
ら
は
れ
る
物
か
と
足
に
て
膳
を
踏
か
へ
す
は
、
め
う
が
に
つ
き
る
お
ご
り
も
の

わ

た

く

し

ぎ

て

う

あ

い

み

や

う

が

す

が

た

⑰
私
俄
は
大
殿
様
の
御
寵
愛
に
ほ
こ
り
冥
加
に
つ
き
か
や
う
の
姿
と
成
は
て
申
せ
し
な
り
（
『
武
道
近
江
八
景
』
五
一
七
一
九
）

み

や

う

が

と

ゞ

ろ

き

う

ん

き
よ
び
や
う

⑱
そ
ち
は
虚
病
を
か
ま
へ
禄
は
給
は
り
な
が
ら
奉
公
も
せ
ず
し
て
、
其
冥
加
に
つ
き
て
あ
ほ
う
ば
ら
ひ
に
あ
ひ
し
、
轟
雲
右
衛
門
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⑲
か
く
手
に
握
り
し
敵
を
ば
、
恩
あ
る
養
父
の
述
懐
に
よ
っ
て
、
討
事
な
ら
ぬ
時
宗
が
、
運
の
程
こ
そ
っ
た
な
け
れ
。
弓
矢
の
冥
加

に
つ
き
ぬ
る
か
と
、
鬼
を
あ
ざ
む
く
血
気
の
五
郎
、
大
地
を
打
て
な
げ
き
し
は

⑳
人
迄
に
大
分
の
損
を
か
け
、
其
上
に
大
坂
の
す
ま
ゐ
も
の
な
ら
ぬ
身
の
果
主
の
冥
加
に
つ
き
、
天
道
に
に
く
ま
れ
、
生
死
も
知
レ

ぬ
身
の
仕
舞
（
『
世
間
手
代
気
質
』
三

「
冥
加
に
つ
く
」
は

11
例
あ
る
。

い
ず
れ
も
格
助
詞
と
し
て
は
「
に
」
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
『
日
葡
辞
書
』

た
人
」
と
あ
り
、
「
冥
加
が
尽
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
現
代
で
は
「
冥
加
に
尽
き
る
」
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
最
大
限
の
し
あ
わ
せ
に
恵
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
の
意
、
そ
れ
も
最
大
限
の
プ
ラ
ス
の
意
で
あ
る
。
八
文
字

屋
本
で
は
、
西
鶴
の
用
例
と
同
じ
く
、

マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
を
見
て
い
こ
う
。
⑯
は
、
足
で
食
べ
物
の
膳
を
踏
み
か
え
す
こ
と
は
山
枡
大
夫
の
「
め
う
が
に
つ
き
る
」
お
ご
り
な
の
で
あ
る
。

⑰
は
、
左
衛
門
の
子
息
益
之
丞
は
大
殿
で
あ
る
佐
々
木
高
頼
の
寵
愛
を
誇
り
、
そ
の
結
果
こ
の
よ
う
な
出
家
の
身
に
な
っ
た
の
は
「
冥

加
に
つ
き
」
た
か
ら
だ
と
す
る
。
⑱
は
、
轟
雲
右
衛
門
が
俸
禄
を
貰
い
な
が
ら
仮
病
を
つ
か
っ
て
奉
公
し
な
か
っ
た
た
め
に
追
放
さ
れ

す
け
つ
ね

た
の
は
、
「
冥
加
に
つ
き
」
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
⑲
は
、
時
宗
（
五
郎
の
こ
と
）
は
、
親
の
敵
で
あ
る
工
藤
祐
経
を
目
の
前
に
し
て
い

す
け
の
ぶ

な
が
ら
、
恩
の
あ
る
養
父
祐
信
の
述
懐
（
愚
痴
や
嘩
き
）
に
よ
っ
て
、
敵
討
ち
が
で
き
な
い
の
は
自
分
の
運
の
悪
さ
で
あ
り
、
武
士
と

し
て
の
「
冥
加
に
つ
き
」
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑳
は
、
主
人
の
遺
言
に
よ
っ
て
分
家
し
た
手
代
二
人

の
内
、
三
郎
兵
衛
の
方
は
相
場
に
失
敗
し
て
大
損
を
し
て
人
に
ま
で
迷
惑
を
か
け
て
、
大
坂
に
住
め
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
店
の
主

と
し
て
の
「
冥
加
に
つ
き
」
て
、
天
道
に
ま
で
憎
ま
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。

に
て
は
な
き
か
（
『
楠
三
代
壮
士
』
四

一七―

10)

一
七
三

0
)

（
『
記
録
曽
我
女
黒
船
』
ニ

一
七
二
八
）

で
は
「
冥
加
の
尽
き
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「
冥
加
に
つ
く
」
と
は
、
神
仏
の
加
護
が
尽
き
て
し
ま
っ
て
、
神
仏
か
ら
見
放
さ
れ
天
罰
が
下
り
、
そ
の
結
果
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
⑲
と
⑳
と
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
弓
矢
の
」
「
主
の
」
と
い
う
「
冥
加
」
を
限
定
す
る
こ
と
ば
が
施
さ
れ
て
い
る
。
「
冥
加
」

単
独
が
漠
然
と
し
た
神
仏
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
弓
矢
の
冥
加
」
と
は
武
士
に
関
わ
る
弓
矢
神
の
加
護
、
「
主
の
冥
加
」
と
は
店
の
主
に

関
わ
る
商
の
神
の
加
護
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

み
や
う
が

⑳
若
旦
那
お
ら
ん
殿
に
御
執
心
の
よ
し
さ
、
や
け
ば
梅
薫
悦
び
、
我
ら
式
の
娘
御
目
に
入
り
し
事
、
誠
に
冥
加
に
相
叶
ひ
、
添
じ
け

な
く
存
入
り
候
（
「
風
流
曲
三
味
線
j

四一
七
一
五
）

さ

い

わ

い

め

う

が

が

た

⑳
此
猿
を
指
上
げ
を
け
ば
、
み
づ
か
ら
は
依
頼
御
屋
形
出
入
自
由
な
れ
ば
、
願
て
も
な
き
幸
と
悦
。
誠
二
冥
加
に
か
な
ひ
有
難
き
仕
合
。

り
や
れ
（
『
三
浦
大
助
節
分
寿
』
ニ

一
七
三
五
）

成
程
指
上
申
べ
し
（
「
愛
護
初
冠
女
筆
始
」

し

や

う

し

や

う

ぜ

，

ん

め

ん

ぼ

く

め

う

が

か

な

⑳
身
不
肖
の
某
を
、
人
が
ま
し
く
思
召
、
た
の
む
と
あ
っ
て
御
入
く
だ
さ
れ
候
段
、
生
前
の
面
目
弓
矢
の
冥
加
に
叶
ひ
、
あ
り
が
た

へ
い
ふ
く

く
存
じ
奉
る
と
、
平
伏
し
て
申
け
れ
ば
（
「
瞭
太
平
記
後
楠
軍
法
鎧
桜
』
―
―
-
：
八
一
七
三
二
）

あ

き

な

ひ

め

う

が

ま

ず

、

尻

せ

い

⑮
か
、
る
手
が
ら
の
さ
な
だ
を
打
は
、
そ
ち
も
商
冥
加
に
か
な
ふ
た
と
思
ふ
て
、
間
に
あ
ふ
や
う
に
随
と
精
出
し
て
打
せ
て
く

一
七
三
四
）

「
冥
加
に
か
な
ふ
」
は
27
例
あ
り
、
そ
の
当
時
よ
く
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
か
な
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
プ
ラ

悦
び
い
さ
み
（
『
義
経
倭
軍
談
』
六

一
七

0
六）

み

や

う

が

か

な

⑫
身
に
と
つ
て
の
面
目
か
A

る
事
な
ら
ず
は
頭
の
殿
の
い
や
し
き
我
等
に
供
仕
れ
と
御
詞
の
か
、
る
べ
き
や
。
冥
加
に
叶
ふ
仕
合
と
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ニ
ー
四

「
冥
加
に
か
な
ふ
」
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ス
評
価
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
あ
と
に
「
添
じ
け
な
い
」
や
「
仕
合
」
、
「
有
り
難
き
仕
合
」
、
「
あ
り
が
た
く
存
じ
奉
る
」
と
い
っ

た
感
謝
や
悦
び
の
表
現
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
感
謝
の
度
が
大
き
い
、
そ
の
当
時
の
感
謝
表
現
と
い
え
よ
う
。
相
手
の
神
仏
の
加
護
に

よ
っ
て
思
い
が
叶
い
、
よ
い
結
果
と
な
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
冥
加
な
い
」
の
よ
う
な
場
面
に
よ
る
語
用
論
的
な
表
現

で
は
な
く
、
「
恭
じ
け
な
い
」
や
「
仕
合
」
、
「
有
り
難
い
」
と
い
う
感
謝
の
意
を
は
っ
き
り
表
す
語
が
な
い
と
、
相
手
に
感
謝
の
意
が
明

確
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
感
謝
表
現
が
、
「
冥
加
な
い
」
か
ら
「
冥
加
に
か
な
ひ
て
仕
合
」
な
ど
に
代
わ
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。

さ
て
用
例
を
見
て
い
こ
う
。
⑳
は
、
若
旦
那
の
竹
五
郎
が
梅
薫
の
娘
の
お
ら
ん
に
執
心
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
梅
薫
が
我
ら
如
き
の

娘
が
若
旦
那
の
御
目
に
か
な
っ
た
の
は
、
「
冥
加
に
相
叶
」

っ
た
こ
と
で
、
「
添
じ
け
な
く
存
じ
入
り
候
」
と
感
謝
を
述
べ
て
い
る
。
⑫

お

ほ

ゐ

げ

ん

く

わ

う

は
、
頭
の
殿
で
あ
る
義
朝
が
、
そ
の
辺
り
の
道
に
詳
し
い
、
美
濃
の
国
あ
ふ
さ
か
の
長
者
大
炊
の
弟
で
あ
る
鷲
の
巣
の
玄
光
に
対
し
て

供
を
す
る
よ
う
に
と
の
お
こ
と
ば
が
か
か
っ
た
こ
と
は
、
玄
光
ら
に
と
っ
て
は
「
冥
加
に
叶
」
ひ
、
仕
合
わ
せ
だ
と
悦
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
⑳
は
、
二
条
蔵
人
清
平
の
若
殿
で
あ
る
愛
護
は
、
田
畑
之
介
の
女
房
を
連
絡
係
と
し
た
い
た
め
に
、
そ
の
女
房
が
猿
回
し
と
し

て
使
っ
て
い
る
猿
を
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
田
畑
之
介
は
こ
の
猿
を
差
し
上
げ
れ
ば
、
屋
形
に
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
愛
護
の
こ
と
ば
を
「
冥
加
に
か
な
ひ
」
て
「
有
難
き
仕
合
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
⑳
は
、
大
塔
の
宮

様
が
、
私
（
竹
原
）
を
一
人
前
だ
と
思
っ
て
、
私
に
頼
む
と
言
っ
て
仲
間
に
入
れ
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
、
武
士
に
お
け
る
「
冥
加
に
叶
」
っ

ま

た

の

か

if
ひ
さ

て
う
れ
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
と
、
武
士
の
名
誉
と
し
て
感
謝
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

C

⑮
は
、
俣
野
五
郎
景
尚
が
石
橋
山
合
戦
の

功
の
祝
鏃
と
し
て
さ
な
だ
織
を
褒
美
と
す
る
た
め
に
、
長
尾
新
吾
を
通
し
て
、
六
郎
大
夫
の
店
に
注
文
を
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
使
い

で
あ
る
新
吾
が
主
人
の
六
郎
大
夫
に
対
し
て
、
商
売
の
「
冥
加
に
叶
ふ
た
」
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
す
な
わ
ち
光
栄
な
こ
と
だ
と
思
っ
て

期
日
ま
で
に
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
と
発
破
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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い
し
け
れ
ば
（
『
略
平
家
都
遷
』
六

い
た
し
候
（
『
風
流
大
全
後
奥
州
軍
記
j

ニ
・
七

ニ
ー
五

「
冥
加
に
あ
ま
る
」

一
両
日
は
心
よ
き
か
た
に
て
、
満
足

こ
の
よ
う
に
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
と
は
、
身
分
の
高
い
人
の
行
為
に
よ
っ
て
自
分
の
思
っ
て
い
た
通
り
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
本
人

ば
か
り
で
な
く
、
自
分
の
息
子
や
娘
な
ど
に
と
っ
て
よ
い
こ
と
が
生
じ
た
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
親
や
そ
の
話
を
聞
い
た
人
が
、

息
子
や
娘
な
ど
、
本
人
の
気
持
ち
と
は
関
係
な
く
、
悦
ん
だ
り
、
感
謝
を
述
べ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
表
現
の
場
合
、
「
仕
合
」
や

「
添
け
な
い
」
、
「
有
り
難
い
」
な
ど
の
感
謝
の
意
を
表
す
語
を
伴
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
⑳
や
⑮
の
よ
う
に
「
弓
矢
の
」
や
「
商

の
」
と
、
先
に
扱
っ
た
「
冥
加
に
つ
く
」
と
同
様
に
、
「
冥
加
」
を
限
定
す
る
よ
う
な
語
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

五
・
十

3
る

い

は

た

ら

き

ほ

う

び

て

き

ず

ず

、

ぶ

ん

よ

う

ぜ

う

い

し

や

め

う

が

⑳
比
類
な
き
働
と
数
々
御
褒
美
あ
そ
ば
し
、
主
膳
手
疵
随
分
養
生
仕
れ
と
、
有
り
が
た
く
も
御
手
医
者
ま
で
付
け
ら
れ
、
冥
加
に

ほ
う
よ
う

あ
ま
る
仕
合
c

引
こ
も
り
て
保
養
い
た
し
ぬ
（
「
楠
三
代
壮
士
』
―
―
―
七
二

0
)

い

ん

き

よ

め

う

が

ふ

じ

な

つ

が

り

け

い

こ

つ

か

さ

⑰
兼
て
隠
居
の
願
ひ
を
相
立
候
所
に
、
今
日
我
君
冥
加
に
あ
ま
る
御
上
意
に
て
、
来
年
富
士
の
夏
狩
の
、
惣
菩
固
の
司
を
申
付
け
る

し

ゅ

び

つ

と

め

た

ゞ

ち

い

ん

き

よ

の
間
、
首
尾
よ
く
相
勤
、
直
に
隠
居
仕
候
へ
と
の
仰
付
ら
れ

⑳
是
は
／
＼
御
心
二
か
け
ら
れ
御
見
舞
と
し
て
、

/
＼
仰
付
ら
れ
、

（
「
記
録
曽
我
女
黒
船
後
本
朝
会
稽
山
』

め
う
が

貴
殿
を
下
さ
る
、
段
冥
加
に
あ
ま
る
仕
合
。

一
七
二
八
）

一
七
三
一
）

か

ん

き

ん

じ

ゅ

わ

か

⑳
一
太
刀
成
共
打
て
父
が
孝
養
に
せ
よ
。
重
盛
が
孝
心
を
感
じ
て
、
ほ
う
び
に
刀
を
く
れ
る
ぞ
と
、
近
習
の
若
侍
を
め
し
て
、
し
か

め
う

一
腰
を
取
よ
せ
ら
れ
て
、
伊
豆
次
郎
に
下
さ
る
れ
ば
、
近
比
冥
加
に
あ
ま
る
有
が
た
き
仕
合
と
、
三
度
て
う
だ

一七――一五）

め
う

ね
い
し
ん

⑳
在
京
の
武
士
に
仰
付
ら
れ
、
大
江
左
衛
門
井
二
侯
臣
流
左
衛
門
を
打
て
獄
門
の
木
に
さ
ら
ず
べ
し
と
の
勅
定
。
冥
加
に
あ
ま
り
有

り
が
た
き
仕
合
と
、
対
王
は
じ
め
要
人
主
税
植
竹
お
み
き
悦
び
い
さ
む
ぞ
こ
と
は
り
也
（
『
咲
分
五
人
娘
』
五

一
七
三
五
）
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「
冥
加
に
あ
ま
る
」
も
14
例
あ
り
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
と
同
様
に
、
当
時
よ
く
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
あ
ま
る
」
と
は
十
分

す
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
表
現
で
あ
る
。
先
の
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
も
プ
ラ
ス
表
現
で
あ
っ
た
が
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
の
場
合
に

は
後
に
悦
び
や
感
謝
を
表
す
様
々
な
表
現
が
続
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
「
冥
加
に
あ
ま
る
」
の
場
合
は
主
に
「
仕
合
」
で

⑳
は
、
御
家
老
兵
庫
殿
か
ら
、
十
五
ヶ
条
の
罪
科
を
犯
し
た
車
坂
悪
右
衛
門
を
討
つ
よ
う
に
と
、
和
木
主
膳
と
高
浜
民
四
郎
に
仰
せ

が
下
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
悪
右
衛
門
を
討
ち
に
行
き
、
主
膳
は
肩
先
を
切
り
つ
け
ら
れ
た
が
、
両
人
で
首
尾
よ
く
討
ち
果
た
し
た
。
そ

し
て
、
多
く
の
褒
美
を
い
た
だ
き
、
主
膳
に
対
し
て
あ
り
が
た
い
こ
と
に
医
者
ま
で
付
け
ら
れ
た
の
で
「
冥
加
に
あ
ま
る
仕
合
」
と
感

謝
の
意
を
述
べ
て
い
る
。
⑰
は
、
祐
経
が
曽
我
兄
弟
と
の
勝
負
の
た
め
に
、
ご
奉
公
を
引
い
て
隠
居
し
た
い
と
願
い
を
出
し
て
い
た
。

今
日
、
頼
朝
か
ら
来
年
の
富
士
の
夏
狩
の
警
固
の
棟
梁
を
首
尾
よ
く
勤
め
た
ら
す
ぐ
に
隠
居
す
る
よ
う
に
と
の
上
意
が
あ
っ
た
の
で
、

い
へ
ひ
ら
と
り
の
う
み

そ
れ
は
「
冥
加
に
あ
ま
る
」
上
意
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑳
は
、
家
衡
が
烏
海
弥
三
郎
の
娘
し
の
ぶ
が
病
気
だ
と
聞
き
、
家
臣

ち
と
を

で
あ
る
藤
原
千
任
を
見
舞
い
に
行
か
せ
た
と
こ
ろ
、
弥
三
郎
が
「
冥
加
に
あ
ま
る
仕
合
」
と
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑳

は
、
伊
豆
次
郎
が
敵
で
あ
る
国
春
禅
門
を
打
っ
て
親
の
勘
気
を
許
さ
れ
た
い
と
述
べ
た
。
重
盛
公
が
そ
の
孝
心
に
感
じ
て
次
郎
に
刀
を

与
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
次
郎
は
「
近
比
冥
加
に
あ
ま
る
有
り
が
た
き
仕
合
」
と
感
謝
の
意
を
述
べ
て
、
そ
の
刀
を
一
―
一
度
頭
の
上
ま
で

押
し
頂
い
た
の
で
あ
る
。
「
近
比
」
と
い
う
強
調
表
現
の
副
詞
、
さ
ら
に
「
仕
合
」
だ
け
で
な
く
「
有
り
が
た
き
仕
合
」
と
あ
り
、
悦
び

の
度
合
い
か
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
⑳
は
、
天
皇
が
謀
計
を
図
っ
て
い
る
大
江
左
衛
門
を
打
つ
よ
う
に
と
勅
定
を
出
し
た
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
の
敵
、
身
の
怨
と
思
っ
て
い
た
、
対
王
や
要
人
、
主
税
、
植
竹
、
お
み
き
は
大
江
左
衛
門
を
打
つ
大
義
名
分
が
で
き
た

の
で
「
冥
加
に
あ
ま
り
有
り
が
た
き
仕
合
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

用
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
冥
加
に
あ
ま
る
」
の
場
合
、
勅
定
や
御
意
、
上
意
に
対
し
て
の
感
謝
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
主
君
か
ら
出

あ
る
。
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一
七
六
一
）

見
よ
。
ほ
う
げ
た
を
切
さ
げ
て
く
れ
ん
と
ね
め
つ
く
る
を
（
『
記
録
曽
我
女
黒
船
」
ニ

さ
だ
ふ
さ
く
び
す
ぢ

⑬
貞
房
が
首
筋
も
と
を
引
つ
か
ん
で
引
よ
せ
、
を
の
れ
は
入
道
が
身
に
か
へ
ぬ
ほ
ど
の
ひ
さ
う
の
仏
御
前
を
、

た
せ
し
ぞ
。
冥
加
し
ら
ず
の
老
ぽ
れ
め
（
『
御
伽
平
家
後
風
流
扇
子
軍
』
一
七
二
九
）

え

だ

む

か

ぎ

や

く

あ

く

し

し

う

さ

つ

か

げ

ふ

ま

⑭
師
を
執
す
る
事
七
尺
去
て
影
を
踏
ず
と
さ
へ
い
ふ
に
、
蔭
に
ゐ
て
枝
を
折
。
天
に
向
つ
て
血
を
ふ
く
む
。
逆
悪
を
し
ら
さ
る
ゑ
の

め
う
が

こ
ろ
に
お
と
り
し
冥
加
し
ら
ず
の
人
非
人
（
『
鬼
一
法
眼
虎
の
巻
』
三
一
七
三
一
―
-
）

こ

の

せ

つ

せ

じ

ゃ

う

と

り

さ

た

ま

づ

へ

ん

さ

い

し

や

う

も

ん

あ

い

⑮
此
節
喜
世
七
世
上
の
取
沙
汰
あ
し
け
れ
ば
、
先
拾
五
貫
目
御
返
済
な
さ
る
べ
し
と
、
証
文
を
さ
し
出
せ
ば
、
お
や
ぢ
喜
三
郎
は
明

か
ん
ど
う

た
口
を
ふ
さ
ぎ
も
せ
ず
、
奥
に
か
け
ゆ
き
め
う
し
ら
ず
の
ば
ち
あ
た
り
め
。
七
生
迄
の
勘
当
じ
ゃ
と
（
『
班
行
脚
懐
硯
』
四

事
に
あ
ら
ず
と
、

お
ほ

⑫
大
名
多
い
中
に
、

三
・
八

一
七
二
八
）

ゐ
こ
ろ
さ
ん
と
は
い

口
々
に
の
、
し
り
け
れ
ば
（
『
桜
曽
我
女
時
宗
』

く

ど

う

ち

ゃ

う

ち

ん

め

う

が

今
火
の
出
の
工
藤
左
衛
門
様
の
、
御
挑
灯
の
火
で
た
ば
こ
く
ら
ふ
と
は
、
冥
加
し
ら
ず
め
。
今
一
言
い
ふ
て

た

ち

っ

ち

す

て

た

い

こ

も

ち

⑪
つ
き

f
＼
の
女
房
達
、
お
姫
さ
ま
の
盃
を
土
の
上
へ
な
げ
捨
し
、
み
や
う
が
し
ら
ず
の
太
鼓
持
。
お
わ
び
を
申
上
ず
ば
、
た
ゞ
置

一
七
二
二
）

二上ハ

「
冥
加
し
ら
ず
」

以
上
、
す
な
わ
ち
予
想
以
上
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
と
な
ろ
う
。

こ
の
「
冥
加
に
あ
ま
る
」

の
「
冥
加
」
は
、
神
仏
の
加
護

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
君
へ
の
感
謝
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
冥
加
に
あ
ま
る
仕
合
」
と
い
う
の
が
、
主
君
か
ら
の
命
令
に
対
す

る
典
型
的
な
挨
拶
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
「
近
比
」
と
か
「
有
り
が
た
き
」
と
い
う
修
飾
語
を
伴
っ

て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
主
君
に
対
す
る
感
謝
表
現
で
あ
る
か
ら
、
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自
己
に
関
わ
る
よ
う
な
「
冥

加
」
に
対
し
て
の
限
定
の
表
現
は
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
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ぶ

ゆ

う

か

う

／

＼

み

や

う

り

ぞ

ん

じ

ゃ

う

ぐ

わ

い

⑯
誠
に
存
生
に
て
は
本
懐
を
と
げ
、
死
て
は
神
に
い
は
る
、
事
、
是
ひ
と
へ
に
武
勇
の
徳
と
は
い
ひ
な
が
ら
孝
行
の
冥
利
な
り
。
千

し
ん
れ
い

秋
万
歳
目
出
た
か
り
け
る
神
霊
な
り
（
『
当
世
御
伽
曽
我
後
風
流
東
鑑
』
十

ニー七

「
冥
利
・
冥
理
」

と
結
び
付
け
る
よ
う
な
表
現
が
好
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
冥
加
し
ら
ず
」
は

7
例
あ
る
。
こ
の
表
現
は
自
分
の
行
為
に
対
し
て
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
身
分
の
高
い
人
や
話
者
本
人
に
対
し

て
失
礼
な
こ
と
を
行
っ
た
人
に
向
か
っ
て
、
投
げ
か
け
る
表
現
で
あ
る
。
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る

5
例
を
見
て
も
、
「
冥
加
し
ら
ず
め
」

「
老
い
ぽ
れ
め
」
「
人
非
人
」
「
ば
ち
あ
た
り
め
」
と
い
っ
た
表
現
が
そ
の
後
に
続
い
て
い
る
。
「
め
」
は
の
の
し
る
意
の
接
尾
語
で
あ
り
、

相
手
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
冥
加
し
ら
ず
」
は
マ
イ
ナ
ス
表
現
で
あ
る
。

⑪
は
、
蛙
が
蛇
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
を
助
け
る
た
め
に
、
時
介
が
姫
君
か
ら
頂
い
た
盃
を
投
げ
捨
て
た
こ
と
に

対
し
て
、
お
付
き
の
女
房
達
が
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫
は
、
五
郎
が
工
藤
左
衛
門
の
家
の
桃
燈
の
火
で
た
ば
こ
の
火
を
つ
け
た

こ
と
に
対
す
る
非
難
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
⑬
は
、
私
（
清
盛
）

の
秘
蔵
の
仏
御
前
を
お
前
（
貞
房
）
が
射
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し

て
の
清
盛
の
怒
り
の
表
現
で
あ
る
。
⑭
は
、
鬼
若
が
、
御
恩
の
あ
る
師
匠
で
あ
る
あ
じ
ゃ
り
に
こ
ち
ら
か
ら
勘
当
だ
と
言
っ
た
こ
と
に

対
す
る
非
難
で
あ
る
。
⑮
は
、
息
子
の
喜
世
七
が
遊
女
と
欠
け
落
ち
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
借
金
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
勘
当
だ
と
い

う
場
面
で
あ
る
。
以
上
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
身
分
の
高
い
人
や
自
分
に
迷
惑
を
か
け
た
時
に
、
失
礼
な
行
為
を
し
た
人
に
向
か
っ

て
、
本
人
あ
る
い
は
身
分
の
高
い
人
の
周
辺
の
人
々
が
非
難
す
る
の
に
用
い
る
表
現
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
「
冥
加
」
は
直
接

神
仏
と
関
わ
り
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
場
合
に
も
現
代
で
も
罰
あ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
神
仏

一
七
一
三
）
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き
る
。

（
『
高
砂
大
嶋
台
』

一
七
三
三
）

⑱
あ
ち
ら
の
間
へ
き
こ
へ
る
。
大
き
な
声
を
し
て
く
れ
る
な
と
手
を
あ
は
さ
る
、
比
丘
を
う
ご
か
さ
ず
、

ぶ
つ
そ
め
う
り

た
め
に
か
、
ん
し
た
、
仏
祖
冥
理
に
か
け
て
と
は
、
う
そ
で
ご
ざ
ん
す
か
（
『
鎌
倉
諸
芸
袖
日
記
』
巻
三

こ

う

ぐ

わ

い

は

な

し

し

ん

て

い

⑲
此
義
は
貴
公
の
御
心
二
計
御
持
な
さ
れ
て
、
口
外
な
さ
れ
下
さ
る
、
な
。
御
心
得
の
為
お
咄
申
と
、
心
底
を
明
し
申
せ
し
時
、
尤
々

な

い

し

や

う

め

う

り

た

r
L
ん

成
程
こ
な
た
の
内
証
咄
、
武
士
の
冥
理
を
か
け
て
他
言
せ
ぬ
と
仰
せ
ら
れ
て
（
『
其
碩
諸
国
物
語
』
四
一
七
四
四
）

た

だ

み

わ

か

み

や

う

り

た

ち

お

と

こ

だ

い

せ

う

た

せ

う

⑩
忠
見
は
た
ゞ
和
斑
の
冥
理
に
か
け
て
立
あ
ふ
す
ま
ふ
な
れ
ば
、
男
の
大
小
ち
か
ら
の
多
少
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず
と

彩
色
埒
相
撲
』
―
一
七
四
七
）

う

た

あ

は

せ

か

だ

う

み

や

う

り

い

き

ゐ

た

ゞ

み

か

く

こ

⑪
も
し
此
班
合
に
ま
け
申
さ
ば
埒
道
の
冥
理
に
つ
き
た
り
と
生
て
は
居
ぬ
忠
見
が
覚
悟

（
同
前

一
七
四
三
）（

「
忠
見
兼
盛

八
文
字
屋
本
で
は
「
冥
利
」

1
例
、
「
冥
理
」

5
例
で
あ
り
、
「
冥
理
」
が
多
い
。
先
に
「
冥
利
（
冥
理
）
」
を
「
冥
加
」
の
後
継
と
述

べ
た
。
そ
れ
は
、
「
冥
加
」
が
現
代
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
「
冥
加
に
つ
く
（
つ
き
る
）
」
が
現
代
で
は
「
冥
利
に
つ
き
る
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
「
冥
理
に
つ
く
」
は
「
冥
加
に
つ
く
」
よ
り
も
そ
の
使
用
は
遅
れ
る
。
し
か
し
、
「
冥
加
に

つ
く
」
に
も
一
七
一
―

10年
代
や
五

0
年
代
の
用
例
も
あ
り
、
併
用
期
間
が
長
い
。
ま
た
、

に
存
る
と
、
両
使
涙
を
う
か
め
申
上
れ
ば

ふ
く
り
う

⑰
親
殿
御
腹
立
に
よ
っ
て
、

か

ん

ど

う

む

ね

か

で

う

が

き

よ

み

御
勘
当
の
旨
↑
条
書
を
読
た
て
、

八
文
字
屋
本
の
「
冥
利
（
冥
理
）
」
の
用
例
を

見
て
い
く
と
、
「
冥
加
」
と
重
な
る
の
は
「
冥
理
に
つ
く
」
だ
け
で
あ
る
。
「
冥
利
お
そ
ろ
し
」
や
「
冥
利
に
か
な
ふ
」
「
冥
利
に
あ
ま
る
」

「
冥
利
し
ら
ず
」
と
い
う
表
現
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
辞
書
類
に
よ
れ
ば
「
冥
利
（
冥
理
）
に
か
な
ふ
」
の
例
を
見
る
こ
と
が
で

二）

コ
レ
こ
の
起
請
は
何
ン
の

ぜ

ひ

し

し

や

か

う

ふ

ぶ

し

め

う

り

是
非
も
な
き
御
使
者
を
蒙
り
候
段
、
武
士
の
冥
理
に
も
つ
き
し
や
う



159 浮世草子における「冥加」に関わる語彙について

あ
り
、
先
に
扱
っ
た
「
冥
加
に
つ
く
」
と
同
じ
で
あ
る
。

常
の
人
の
い
は
ぬ
こ
と
、
か
ご
か
き
み
や
う
り
に
か
な
ふ
た

（
『
百
合
若
大
臣
野
守
鏡
』
ニ

一
七
―
―
頃
）

「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
お
い
て
、
「
冥
加
」
に
見
ら
れ
な
い
表
現
と
し
て
「
＼
（
の
）
冥
理
に
か
け
て
」
と
「
＼
の
冥
理
を
か
け
て
」
と

が
あ
る
。
西
鶴
の
『
好
色
二
代
男
（
諸
艶
大
鑑
）
』
に
あ
っ
た
金
田
屋
の
「
名
利
」
は
自
誓
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
先
に
『
日
本
国
語
大

の
説
明
を
示
し
た
よ
う
に
、
「
身
分
、
職
業
な
ど
を
表
わ
す
こ
と
ば
の
下
に
付
け
て
、
「
自
分
の
身
分
・
職
業
に
か
け
て
」
と
誓

用
例
を
見
て
い
く
。
⑯
は
単
独
の
使
用
で
あ
り
、
こ
の
例
だ
け
が
「
冥
利
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
曽
我
兄
弟
の
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
生
き
て
い
る
時
に
親
の
敵
討
ち
と
い
う
本
懐
を
遂
げ
て
、
死
ん
で
か
ら
も
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
の
は
、
武
勇
の
結
果
と
は

い
い
、
そ
の
背
後
に
孝
行
を
し
た
こ
と
に
よ
る
神
仏
の
加
護
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
「
冥
利
」
は
「
冥
加
」
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

⑰
と
⑪
は
「
冥
理
に
つ
く
」
の
用
例
で
あ
る
。
⑰
は
、
大
殿
か
ら
息
子
で
あ
る
友
成
公
に
対
し
て
の
勘
当
の
旨
を
知
ら
せ
る
使
者
が
、

友
成
公
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
使
者
を
受
け
た
か
ら
に
は
武
士
の
神
の
加
護
も
尽
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
⑪
は
、
こ
の
研
合
わ
せ
に
負
け
た
な
ら
歌
の
神
の
加
護
も
尽
き
歌
人
と
し
て
の
自
分
の
命
運
も
終
わ
っ
た
と
思
い
、
死
ぬ
覚
悟
で

あ
る
と
い
う
自
誓
の
こ
と
ば
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
神
に
見
放
さ
れ
、
そ
の
身
分
や
職
業
の
命
運
が
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

⑱
は
、
「
仏
祖
冥
理
に
か
け
て
」
と
は
、
快
禅
律
師
が
白
拍
子
に
書
い
た
起
請
文
に
記
さ
れ
て
い
た
文
句
で
あ
る
。
⑲
は
、
越
浦
団
四

郎
が
布
川
織
部
に
語
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
織
部
が
「
武
士
の
冥
理
を
か
け
て
」
他
言
し
な
い
と
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
冥

理
を
か
け
て
」
と
格
助
詞
が
「
を
」
に
な
っ
て
い
る
。
⑩
は
、
奉
納
す
る
一
首
を
忠
見
に
す
る
か
兼
盛
に
す
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、

い
の
意
を
示
す
の
に
用
い
る
」
表
現
で
あ
る
。

辞
典
』
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次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

な
お
、
八
文
字
屋
本
以
降
に
、
「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
、
新
し
く
「
冥
利
が
悪
い
」
が
出
現
し
て
く
る
。

女
良
の
き
つ
ね
だ
か
ら
、
竹
む
ら
で
も
ま
ぐ
そ
を
う
り
そ
う
な
も
の
な
れ
ど
、
そ
れ
で
は
め
う
り
が
わ
る
ひ
と
い
つ
て
（
『
玉
磨
青

浮
世
草
子
で
あ
る
、
西
鶴
の
作
品
や
八
文
字
屋
本
の
作
品
に
お
け
る
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

ま
ず
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
プ
ラ
ス
的
な
表
現
な
の
か
マ
イ
ナ
ス
的
な
表
現
な
の
か
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

砥
銭
』

で
あ
る
。

「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
の
ま
と
め

二
人
の
相
撲
取
り
を
そ
れ
ぞ
れ
忠
見
方
、
兼
盛
方
と
し
て
、
勝
っ
た
方
の
歌
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
忠
見
方
の
相
撲
取
り
は
や

せ
肉
の
中
男
、
一
方
の
兼
盛
方
は
中
よ
り
肥
え
、
せ
い
は
五
尺
九
寸
あ
る
大
男
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
忠
見
は
「
和
埒
の
冥
理
に
か
け
て
（
歌

人
と
し
て
の
命
運
に
か
け
て
）
」
い
る
か
ら
大
き
さ
や
力
は
関
係
な
い
と
す
る
。

い
ず
れ
も
誓
い
の
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
つ
い
て
、
第
一
節
に
お
い
て
、
「
冥
利
（
冥
理
）
」
は
「
冥
加
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
「
冥
加
」
の
用
法
を
受
け

継
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
し
か
し
、
「
冥
加
」
に
比
べ
て
「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
関
わ
る
表
現
が
少
な
い
こ
と
や
、
「
冥
加
」

に
は
な
い
自
誓
表
現
の
用
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
冥
加
」
に
代
わ
る
表
現
と
い
う
よ
り
も
、
「
冥
利
（
冥
理
）
」
が
自
誓
表
現
と

し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
く
似
た
語
形
で
あ
る
「
冥
加
」
の
一
部
の
用
法
を
も
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う

一
七
九

0
)



161 浮世草子における「冥加」に関わる語彙について

伴
う
こ
と
が
な
い
…
…
「
冥
加
な
い
」

「
冥
加
お
そ
ろ
し
」

「
冥
加
に
あ
ま
る
」

「
冥
加
し
ら
ず
」

「
冥
加
に
か
な
ふ
」

「
冥
理
に
か
け
て
」

合
に
用
い
ら
れ
る
。

の
行
為
に
対
す
る
感
謝
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

に
関
わ
る
表
現
に
お
い
て
も
プ
ラ
ス
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、

マ
イ
ナ
ス
的
な
も
の
も
あ
る
。
プ
ラ
ス
的
な
表
現
の
場
合
は
、
目
上
か
ら

冥
加
な
い

（
下
か
ら
上
へ
の
行
為
に
対
し
て
）

冥
加
お
そ
ろ
し
冥
加
に
つ
く
冥
加
し
ら
ず

プ
ラ
ス
的
な
表
現

マ
イ
ナ
ス
的
な
表
現

「
冥
加
な
い
」
に
は
使
用
さ
れ
る
状
況
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
的
に
働
く
場
合
も
マ
イ
ナ
ス
的
に
働
く
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
冥
加
」

の
で
あ
る
。

れ
の
意
味
用
法
を
説
明
す
る
。

マ
イ
ナ
ス
的
な
表
現
の
場
合
は
、
主
に
目
上
に
対
す
る
失
礼
な
行
為
の
場

次
に
、
「
冥
加
」
の
前
に
身
分
や
職
業
に
関
す
る
語
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

伴
う
こ
と
が
あ
る
：
…
・
「
冥
加
に
つ
く
」
（
「
冥
理
に
つ
く
」
）

限
定
的
な
語
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
身
分
や
職
業
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
そ
の
人
物
に
と
っ
て
は
重
要
な

一
方
伴
う
こ
と
が
な
い
も
の
は
、
自
分
で
は
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
扱
っ
て
き
た
「
冥
加
な
い
」
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
は
、
西
鶴
に
お
い
て
は
、
商
家
の
女
房
の
服
装
が
大
名
の
御
前
や
高
家
の
貰
人
さ
え
身
に
つ
け
な
い
分
の
過
ぎ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
八
文
字
屋
本
で
は
、
身
分
の
差
が
あ
り
す
ぎ
る
相
手
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の

冥
加
な
い

（
上
か
ら
の
行
為
に
対
し
て
）

冥
加
に
か
な
ふ
冥
加
に
あ
ま
る
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当
た
り
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

は
失
礼
な
場
合
で
の
使
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
と
は
、
分
の
過
ぎ
た
こ
と
を
す
る
と
神
仏
か
ら
見
放

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
罰
が
お
そ
ろ
し
い
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

「
冥
加
に
つ
く
」
の
場
合
に
は
身
分
の
高
い
人
と
の
関
係
は
あ
ま
り
な
い
。
現
在
の
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
や
、
ど
う
に
も
な
ら

な
い
状
況
に
な
っ
た
時
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
は
、
神
仏
の
加
護
が
尽
き
て
し
ま
い
、
神
仏
か
ら
見
放
さ
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
つ
く
」
と
は
、
近
世
に
お
い
て
は
尽
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
「
冥
加
」
の
前
に
身
分
や
職
業
を
表
す
語
が
来
る
場
合
は
、
そ
の
身
分
や
職
業
に
関
係
し
て
い
る
神
に
よ
る
加
護
に
見
放
さ
れ
て
し

ま
い
、
そ
の
身
分
や
職
の
命
運
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
。

「
冥
加
に
か
な
ふ
」
と
は
、
身
分
の
高
い
人
か
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
っ
て
い
た
こ
と
が
叶
っ
た
場
合
に
使
用
さ
れ
る
感
謝

表
現
で
あ
り
、
近
世
中
期
に
よ
く
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
°
単
な
る
「
有
り
が
た
い
」
や
「
か
た
じ
け
な
い
」
で
は
な
く
、
「
冥
加
」

と
い
う
語
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
仏
の
加
護
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
う
、
程
度
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
冥
加

な
い
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
感
謝
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
「
仕
合
」
や
「
添
け
な
い
」
「
有
り
難
い
」

な
ど
の
感
謝
を
示
す
表
現
を
必
要
と
す
る

C

「
冥
加
に
あ
ま
る
」
と
は
、
神
仏
の
加
護
以
上
、
す
な
わ
ち
予
想
以
上
と
い
う
こ
と
で
、
大
げ
さ
な
表
現
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、

こ
の
表
現
が
主
君
か
ら
の
上
意
や
御
意
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
主
君
に
対
す
る
感
謝
を
表
す
典
型
的
な
挨
拶
表
現

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
表
現
の
場
合
も
そ
の
後
に
「
仕
合
」
と
い
う
語
を
必
要
と
す
る
。

「
冥
加
し
ら
ず
」
は
、
自
分
や
身
分
の
高
い
人
へ
の
失
礼
な
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
人
を
非
難
す
る
こ
と
ば
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
罰

さ
て
「
冥
加
な
い
」
は
、
神
仏
の
加
護
が
な
く
、
神
仏
か
ら
見
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
身
分
の
高
い
人
か
ら
の
原
意
に
対
し
て
使
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意
味
を
表
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

用
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
し
て
下
さ
い
ま
す
と
、
（
私
は
）
神
仏
か
ら
見
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
な
わ
ち

天
罰
が
下
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
と
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
謝
の
意
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
身
分
の
高
い
人
に

対
す
る
行
為
の
際
に
使
用
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
行
為
は
神
仏
の
加
護
が
な
い
、
天
罰
の
下
る
よ
う
な
失
礼
な
こ
と
だ
と
な
る
。

ス
的
な
表
現
で
あ
る
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
と
「
冥
加
し
ら
ず
」
は
、
こ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
表
現
で
あ
り
、
罰
が
あ
た
る
よ
う
な
失

礼
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
冥
加
に
つ
く
」
の
場
合
は
、
神
仏
の
加
護
が
な
く
、
神
仏
か
ら
見
放
さ
れ
て
、
そ
の
立
場
を
失
っ
た
り
落

ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
『
心
中
天
の
網
島
』
上

（
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
長
者
経

マ
イ
ナ

「
冥
加
な
い
」
は
状
況
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
状
況
に
よ
る
意
味
の
違
い
で
あ
っ
た
た
め
に
、

そ
の
用
法
が
次
第
に
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
「
冥
加
な
い
」
に
代
わ
っ
て
プ
ラ
ス
の
場
合
に
は
「
冥
加
に
か
な
ふ
」
「
冥
加
に

あ
ま
る
」
が
、
そ
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
「
冥
加
お
そ
ろ
し
」
「
冥
加
し
ら
ず
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
冥
理
に
か
け
て
」
は
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
に
関
係
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
場
合
、
主
に
身
分
や
職
業
が
「
冥
理
」
の
上
に

来
る
。
そ
し
て
相
手
に
対
し
て
、
も
し
そ
れ
が
偽
り
で
あ
っ
た
ら
、
私
の
身
分
や
職
業
に
お
け
る
「
冥
理
」
が
尽
き
て
も
よ
い
と
い
う

誓
言
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
浄
瑠
璃
で
は
、
「
か
け
て
」
と
い
う
表
現
を
伴
わ
な
い
で
も
、
そ
の
よ
う
な
誓
言
の

仏
神
三
宝
番
屋
め
う
り
、
何
事
も
隠
さ
ず
、
勿
論
他
言
致
す
ま
い

男
め
う
り
商
ひ
冥
理
き
よ
ご
ん
ご
ざ
ら
ぬ

（
『
曽
我
扇
八
景
』
中

一
七
一
八
）

一
七
―
-
）

是
こ
は
る
、
さ
い
ぜ
ん
は
侍
め
う
り
、
今
は
粉
屋
の
孫
右
衛
門
あ
き
な
い
め
う
り
。
女
房
限
つ
て
此
ふ
み
見
せ
ず
、
我
一
人
ひ
け

ん
し
て
、
き
し
や
う
共
に
火
に
入
ル
、
せ
い
も
ん
に
ち
が
ひ
は
な
い

一
七
二

0
)
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滑
稽
本
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

関
わ
る
表
現
の
ま
と
め
」
に
記
し
た
。

「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
は
中
世
に
お
い
て
は
「
冥
加
な
い
」
と
「
冥
加
が
尽
く
」
だ
け
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
な
る
と
様
々

な
表
現
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
の
「
冥
加
」
に
関
わ
る
語
に
つ
い
て
、
辞
書
に
お
い
て
は
他
の
「
冥
加
」
の
表
現
に
同
じ
と
い
う
よ
う

な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
基
に
な
っ
て
い
る
「
冥
加
な
い
」
の
意
味
記
述
さ
え
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い

現
状
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
項
目
に
つ
い
て
も
適
切
な
記
述
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
ー
に
同
じ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

表
現
が
同
時
代
に
併
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
用
法
の
違
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
る
程
度
用
例
を
確
保
し
て
分
析
が
可
能
な
仮
名
草
子
、
特
に
八
文
字
屋
本
の
用
例
を
も
と
に
、
近
世
中
期
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
使
用
状
況
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
明
ら
か
に
で
き
た
点
は
第
三
節
「
「
冥
加
」
に

こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
「
冥
加
」
の
前
に
身
分
や
職
業
に
関
す
る
語
の
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
定
の
神
の
加
護
に
限

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
「
冥
加
」
に
関
わ
る
表
現
が
衰
退
し
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
自
誓
表
現
の

「
冥
利
（
冥
理
）
」
の
使
用
が
多
く
な
っ
た
の
が
一
番
の
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
「
冥
利
（
冥
理
）
」
は
「
冥
加
」
と
よ
く
似

た
語
形
で
あ
る
た
め
に
、
「
冥
加
」
が
淘
汰
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
自
誓
表
現
以
外
に
は
「
冥
利
（
冥
理
）
に
つ
く
」

に
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
か
ら
「
冥
利
（
冥
理
）
」
の
影
響
だ
と
は
な
か
な
か
断
定
し
が
た
い
。
そ
の
他
に
、
上
方
と
江
戸

と
の
文
化
の
違
い
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
上
方
と
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
洒
落
本
、
ま
た
上
方
で
の
談
義
本
、
江
戸
で
の
人
情
本
や

お
わ
り
に
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

浮世草子における「冥加」に関わる語彙について

付
記

注 こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

ま
た
「
冥
利
（
冥
理
）
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
近
世
と
現
代
と
は
意
味
用
法
が
異
な
る
が
、
な
ぜ
「
冥
利
に
尽
く
（
尽
き
る
）
」
だ
け

し
か
使
用
さ
れ
な
く
な
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
「
冥
利
（
冥
理
）
」

が
多
か
っ
た
。
「
冥
加
」

の
場
合
に
は
、
こ
の
語
の
前
に
身
分
や
職
業
を
表
す
語
が
付
く
こ
と

の
一
部
に
は
そ
の
よ
う
な
用
法
を
利
用
し
た
も
の
も
あ
っ
た
か
、
そ
の
よ
う
な
限
定
を
付
す
こ
と
が
で
き
な
い

い
表
現
も
あ
っ
た
。
「
冥
利
（
冥
理
）
」
は
そ
の
よ
う
な
全
体
に
関
わ
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
語
が
、

自
誓
表
現
と
し
て
出
現
し
て
き
た
こ
と
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
約
束
が
守
れ
な
か
っ
た
ら
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
身

分
や
識
に
か
け
る
命
運
が
尽
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
限
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
点
に
加
え
て

田
島
優
（
二

0
一
四
）
感
謝
の
あ
い
さ
つ
表
現
（
『
柳
田
方
言
学
の
現
代
的
意
義
』
ひ
つ
じ
書
房
）

田
島
優
（
二

0
一
六
）
困
惑
（
自
己
）
か
ら
同
情
・
配
慮
（
他
者
）
ヘ
ー
感
謝
表
現
の
発
想
法
の
変
化
ー
（
「
近
代
語
研
究
j
1
9
集
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文
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島
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）
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考
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『
日
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文
学
ノ
ー
ト
』
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号
宮
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学
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女
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）
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二

0
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）
「
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、

J
S
P
S
科
研
費
、
基
礎
研
究
（
C
）
「
発
想
法
に
よ
る
挨
拶
表
現
の
歴
史
的
変
遷
と
地
理
的
分
布
の
総
合
的
研
究
」

(
J
P
1
6
 

（
た
じ
ま
・
ま
さ
る

法
学
部
専
任
教
授
）


