
日

本
文
學
の

發
生

折

口

信

夫

　
私
は
、
日
本
文
學
の
發
生
に
つ
い
て
、
既
に
屡
丈
書
い
て
居
る
。
そ
の
都
度
、
…幾
分
違
っ
た
方
面
か
ら
、
筆
を
お
ろ
し
て
み
る
の
だ

が
、
ど
う
も
、
千
篇

一
律
に
な

っ
て
居
さ
う
な
ひ
け
目
を
感
じ
る
。
此
稿
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
方
面
を
變

へ
て
、
邑
落
の
形
と
、
そ

の
經
濟

の
基
礎
に
な

っ
て
行
く
も
の
が
、
文
學
の
上
に
、
…幾
分
で
も
姿
を
見
せ
て
み
よ
う
と
言
ふ
様
な
方

面
に
、
多
少
目
を
向
け
て
行

き
た
く
考

へ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
文
學
發
生
4
必
し
も
、
我
が
國
に
限
ら
ぬ
こ
と
だ
が
一
は
尠
く
と
も
、
文
學
意
識
の
發
生
よ
り
は
、
先

っ
て
み
る
事

は
、
事
實
だ
。

つ
ま
り
、
文
學
の
要
求
が
、
文
學
を
導
い
た
の
で
な
く
、
後
来
文
學
と
し
て
と
り
扱
は
れ
て
よ
い
も
の
が
、
早
く
か
ら

用
意
せ
ら
れ
て
る
て
、
次
第
に
目
的
と
形
態
と
を
變
化
さ
せ
つ
ふ
も
、
.新
し
い
文
學
意
識
を
發
生
さ
せ
る
方
に
、
進
ん
で
來
て
る
た
の

だ
。
其
と
共
に
、
新
し
い
文
學
が
、
他
か
ら
來
り
臨
ん
だ
時
の
爲
に
、
實
際
そ
の
要
求
に
叶
ふ
も
の
と
し
て
の
文
學
が
、
既
に
用
意
せ

ら
れ
て
居
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
此
文
學
の
發
足
點
を
、
邑
落

々
々
に
傳
承
せ
ら
れ
た
咒
詞
に
在
る
、
と
見
て
来
て
み
る
。

日
本
文
舉

の
發
生

"
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丶

日

本

文

學

の
發

生

蜜

　
最
古

い
團
體
生
活
の
様
式
で
あ

っ
た
邑
落
が
、
海
岸
に
開
け
て
、
其
が
次
第
に
、
山
野
の
間
に
進
み
入

っ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
事
實

で
あ
る
。
さ
う
し
た
後
の
邑
落
或
は
國

・
村
に
お
い
て
も
、
や
は
り
以
前
の
時
代
の
生
活
の
形
が
、
其
相
應
に
適
當
な
様
に
、
合
理
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ナ
タ

せ
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
第

一
、
海
及
び
海
の
彼
方
の
国
土
に
對
す
る
信
仰
は
、
す

べ
て
驚
は
る
ム
丶
と
続
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ　
　
マ　
　
　
　
　
ウ
ツ

青
塞
、
及
び
そ
の
天
に
接
す
る
山
の
際
の
嶺
に
飜
し
て
考

へ
ら
れ
て
行
く
様
に
な

っ
た
。
隨
っ
て
、
此
二
つ
の
邑
落
生
活
の
印
象

が
、

混
淆
せ
ら
れ
て
、
後
世
ま
で
傳
っ
て
来
た
こ
と
は
、
考

へ
ら
れ
る
の
だ
。

　
日
本
文
學
の
、
文
學
ら
し

い
匂
ひ
を
持
っ
て
来
る
の
は
、
敍
事
詩
が
出
来
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
其
敍
事
詩
は
、
初
め
か
ら
、
單
獨

に
は
現
れ
て
楽
な
か

っ
た
。
邑
落
に
傳

つ
た
咒
詞
の
、
變
化
し
て
來
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
咒
詞
は
、
此
土
に
生
れ
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ウ
ナ
ザ
カ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ト
コ
ヨ

た
も
の
と
は
、
古
代
に
お
い
て
は
、
考

へ
ら
れ
て
は
居
な
か
っ
た
。
帥
、
古
代
人
の
所
謂
海
阪
の
、
彼
方

に
あ
る
と
し
た
常
世
の
國
か

ら
齎
さ
れ
た
も
の
、
と
考

へ
た
の
で
あ
る
。

一
年
或
は
數
年
の
間
に
、
週
期
的
に
時
を
定
め
て
来
る
異
人
-
神
一
の
唱

へ
た
詞
章
な
の

で
あ
る
。
其
が
、
此
世
界
-
邑
落
の
在
る
處
に
傳

へ
殘
ざ

れ
た
と
考

へ
、
そ
の
傅
襲
を
く
り
返
し
て
み
る
申
に
、
形
式
も
固
定
に
次
い

で
、
變
化
を
重
ね
く

し
て
、
逾
に
は
、
叙
事
詩
ら
し
い
形
に
、
傾
く
様
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
ぼ

こ
の
咒
詞
の
申
に
、
二
つ
の
匝
書
を
考

へ
て
る
る
。　
一
つ
は
、
咒
詞
の
固
有
の
形
を
守
る
も
の
で
、假
り
に
分
け
れ
ば
、『
宣
詞
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

帥
、
第

一
義
に
お
け
る
『
の
り
と
』
で
あ
る
。
禪
又
は
長
上
か
ら
宣
り
下
す
詞
章
で
あ
る
。
そ
の
詞
を
受
け

る
者
の
側
に
、
こ
れ
に
和
す

る
詞
章
が
出
来
る
の
は
、
自
然
な
事
で
あ
る
。
謂
は
Ψ

『
奏
詞
』
、
古
語
に
存
す
る
稱

へ
を
用
み
れ
ば
、『
よ
ご
と
』
で
あ
る
。
而
も
、
文



隔

ノ

ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぢ　　じ　　や

獻
時
代
に
入

っ
て
は
、
早
く
よ
ご
と
と
言
ふ
語
の
用
語
例
が
訣
ら
な
く
な

っ
て
了
ひ
、
後
世
學
者
ぽ
、
靦
詞
の
古
い
も
の
と
思
ふ
様
に

さ

へ
な

っ
て
居
る
。
其
と
い
ふ
の
も
、
の
り
と
な
る
名
籍
の
範
囲
が
擴
が
つ
て
、,
古
く
は
、
よ
ご
と
の
領
分
に
あ
っ
た
も
の
ま
で
も
、

の
り
と
1
祝
詞
一
な
る
用
語
例
に
入
れ
て
言
ひ
表
す
様
に
な

っ
た
爲
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

丶
邑
落
に
と
っ
て
、
最
古
く
尊
重
す
べ
き
詞
章
一
真
を
唱

へ
る
者
自
身
、
同
時
に
神
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
所
の
一
が
、
此
様
に
分
化

し
て
、
の
り
と
と
よ
ご
と
の
二
つ
と
な

っ
た
。
さ
う
し
て
、
国
家
意
識
が
進
む
と
共
に
、
宮
廷
に
誓
ぴ
奉
ら
ね
ぜ
な
ら
ぬ
資
格
の
國
、

及
び
人
が
殖
え
て
来
る
o
其
詞
章

の
根
柢
を
な
す
も
の
は
、
.即
、
主
神
に

對
し
て
、
精
靈
の
奏
し
た
詞
章
の
形
式
を
襲
用
す
る
形
を
と

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
が
叉
、
次
第

々
々
に
無
限
と
も
言

へ
る
ば
か
り
に
増
加
し
て
行

っ
た
の
だ
。
此
に
野
し
て
、
の
り
ど

を
唱

へ
る
人
格
は
、
主
神
の
資
格
に
お
い
て
し
給
ふ
、
宮
廷

の
主
上
が
當
ら
れ
る
事
に
な

っ
て
居
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　い　　も　　も　　ら

　

正
確
に
言

へ
・ぱ
、
宮
廷
に
お
い
て
宣
下
せ
ら
れ
、
或
は
侍
臣
の
口
に
よ
っ
て
、
諸
方
に
傳
逹
1
み
こ
と
も
っ
こ
と
一
せ
ら
れ
る
詞
章

が
、
0
り
と
で
あ

っ
た
。
宮
廷
の
式
日
の
恒
例
と
し
て
、
宣
下
が
あ
る
と
折
ゆ
返
し
、
臣
下
か
ら
、
精
靈

が
主
神
に
對
す
る
立
ち
場
に

倣
う
て
、
奏
上
誓
約
し
た
も
の
が
、
よ
ご
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
ら
内
容
に
制
限
の
あ
っ
た
訣
で
あ
る
。
第

一
條
件
と
し
て
、

服
従
を
誓
ふ
儀
禮
の
精
神
は
、
其
族
の
威
力
の
源
た
る
國
々
i
種
族
的
一
の
守
護
靈
を
、
聖
躬
に
移
し
献
じ
奉
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成

り
立

つ
も
の
と
考

へ
て
居
た
。
そ
の
呪
術
に
よ
っ
て
、
宮
廷
の
主
上
の
御
爲
に
生
す
る
效
果
は
、
英
図

々
を
知
る
威
力
を
得
さ
せ
奉
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヨゴ
ト

と
共
に
、
其
守
護
に
よ
っ
て
、
健
康
と
富
み
を
併
有
さ
せ
申
す
こ
と
に
な
る
の
だ
o
其
で
、
文
獻
…に
は
、

壽
詞
書
薬
毒
詞
の
義
一
を
以

て
、
宛
て
字
と
し
た
の
だ
。

-.、宮
廷
め
正
儀
と
し
て
、冖

正
月
朝
賀
の
時
に
、
宣
詞
宣
下
が
あ
る
の
に
、
和
し
奉
る
こ
と
に
定
っ
て
居
牝
爲

、
『
賀
詞
』
或
は

『賀
正
事
』

　
　
　
　
　
　
　

日エ不
文
墨
-
の
發
生
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

犀



噛

●

な
る
字
を
作
砂
、
叉
漠
然
と

『
吉
事
』
な
ど
書

い
て
湘
「
よ
ご
と
」
と
訓
じ
る
様

に
な
つ
九
の
歪
あ
る
・

・
古

い
形
で
曇日
へ
ば
、
紳
か
ら
精
靈
に
與

へ
、
精
靈
を
し
て
服
從
を
誓
は
し
め
九
唱
和
の
辭
が
・
,。宮
廷
と
臣
下
⊥

豪
族
一
と
の
問

に
・

後
代
ま
で
も
、
儀
禮
の
奮

し
て
綾
謎

到
つ
巻

で
あ
る
。
此
二
つ
の
關
係
が
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
黥

が
全
體
を
掩
ふ
用
語

と

な

ゆ

、

よ
ご

と

は

、
其

一
部

分
・の
も

の

乏
な

っ

て

了

つ
た

の
だ

。

此

も

、

對

照

的

に
見

る

と
訣

る
。

の

り

と

で

あ

る

べ
き

宣
命

が
・

人

間
-

叉
は
人
間
で
あ
っ
た
も
の
で
、
徇
生
き
て
居
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
も

の
一

1
に
饗
し
て
宣
せ
ら
れ
る
、

「宮
廷
の
臨
時
詞
章
に
限
ら

れ
た

の
と
同
じ
筋
道

に
あ
る
。
宮
廷
に
對
し
て
、
人
聞
と
し
て
の
立
ち
場
か
ら
奏
上
す
る
も
の
で
、
そ
れ
る
丶

の
家
の
・
宮
廷
た
對
す

み
歴
史
的
關
係
を
説
く
、
家
傳
の
詞
章
で
あ
っ
た
。

壽
詞
が
、
団

々
蒙

々
.氏
々
に
よ
っ
て
、
複
雑
に
分
化
し
て
行
つ
を

同
慶

、
宣
潔

、
次
簿

單
純
化
し
て
行
っ
た
・
數
籌

恥
て
は
、
壽
詞
的
な
も
の
を
も
こ
め
て
、
次
第

に
増
加
し
て
行
っ
た
忙
し
て
も
、
形
式
も
短
く
な
っ
て
行

っ
た
。
だ
か
ら

一
方
』
献
詞

は
、
名
は
の
り
と
で
も
、
實
は
形
式
内
容
共
に
、
壽
詞
的
に
な

っ
た
訣
だ
。

叙
事
詩
は
、
さ
う
毒

意
味
の
の
り
と
正
し
蠢

、
よ
ご
と
か
ら
、
次
篷

目
的
を
開

い
て
行
つ
驚

の
で
あ
る
・
だ
か
ら
・
敍
専

管

身
も
、
後

々
ま
で
も
、
咒
詞
的
の
效
果
を
失
は
す

に
羅

。
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
敍
籌

で
あ
ゆ
な
が
ら
、
咒
詞

と
し
て
用
ゐ
ら
れ

て
る
た
理
由
も
訣
る
の
だ
。

証
口口

部

毒

舌
-
見
れ
ば
、
宣
詞
》
あ

物
が
、
轟

身

の

「
出
職

と

で
あ
り
、
對
蹇

藉

靈
の
魏

集

攣

る
と
謂
っ
た
・

.内
釜

-一 瞥脚叩



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜘

持
っ
て
る
牝
も
の
な
の
だ
ゆ
真
影
が
、
次
第

に
壽
詞
の
方

へ
移
っ
て
、
宮
廷
に
奉
仕
す
る
家
職
の
歴
衷
的
關
係
を
鳥
奏
壽
者
か
ら
説
く

こ
と
、
h
盆
明
細
な
る
に
到
つ
九
の
た
。
此
が
、偉
承
詞
章

に
お
け
る
、歴
史
的
内
容
の
出
發
點
で
あ
る
。
こ
の
壽
詞
の
集
注
せ
ち
れ
る
所

は
宮
廷
だ
か
ら
、
宮
廷
の
歴
史
は
、
實
は
、氏

々
・団

々
の
壽
詞
の
綜
合
で
あ
っ
弛
、
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
或
は
、國
の
古
代
史
に
、

政
治
的
變
形
の
存
在
を
、
主
張
す
る
人
劣

る
。
古
代
史
が
多

.
爲
政
者
の
作
爲
枉
曲
を
含
ん
で
み
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
を
認

め
羨

竃

尠
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
毒

は
、
あ
ま
り
考
へ
龜

ぎ
奄

の
、
喜

、螫

ば
な
ら
惷

。
宮
廷
自
體
の
黌

的
億
承

の
固
有
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
勿
論
信
じ
ら
れ
る
が
、
多
く
常
に
、
舊
來
附
属
し
九
他
国
・他
氏
、の
傅
承
自
身

に
述
べ
る
所
を
纏
め
て
、

形
づ
く
ら
れ
て
來
弛
も
の
と
見

る
の
が
、
本
道
な
の
だ
。
さ
す
れ
ば
、
諸
因
・諸
氏
に
關
す
る
宮
廷
の
歴
史

は
、
諸
国
、
諸
氏
自
身
の
、

捨
て
は
自
ら
信
℃
、・
自
ら
傳

へ
て
居
た
竜
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
疑
ふ
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
其
出
九
本
國

・
本
氏
の
傳
承
の
上

に
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
o

　

　

　

　

　
　
　
さ

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ノ
リ
ト

　

さ

て
、

の

り

と
1

宣

詞
一

は
、

後

に

よ

ご

と

要
素

を

も

こ

め

て

、
一祝

詞

と
稱

し
、

叉
分

れ

て

宣

命

と
な

っ
た
。

其

如

く
、

よ
ご

と

　

　

鵯
ノ
ガ
タ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヨ
ゴ
ト

は
、

物

語

ー

ロ
立

て

の
歴

史

一

と
な

り
、

叉

抒

情

詩

を

秀

出

せ

し
め

る

様

に
な

っ

て
行

く
。

壽

詞

を

傳

承

し

た
も

の

は
、
國

々
家

々
を

シ治
っ
た
者
の
後
な
る
氏
々
の
族
長
で
あ
っ
九
。
其
由
は
、
㌔
日
本
紀
の
飛
鳥
朝
に
な
る
と
、
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
。
壽
詞
は
、
宮
廷
に

奏
す
る
事
を
目
的
と
し
た
の
だ
か
ら
、
低
い
者
の
任
ぜ
ら
れ
ぬ
理
由
が
あ
っ
た
訣
で
あ
る
。
處
が
、'

其
歴
史
化
L
九
方
面
は
、
其
目
的

が
、
國
或
は
氏
の
紳
の
祭
儀
に
用
ゐ
、
族
人
に
周
知
せ
し
め
る
事
を
目
的
と
し
九
と
こ
ろ
か
ら
、
此
を

傳
奏

・代
唱
す

る
、
棘
聖
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
リ
ベ

職
業
を
、
生
じ
る
こ
と
に
な
つ
九
。
即
、
語
部
の
發
生
し
た
所
以
で
あ
る
。
　
　
　
　

L　
　
　
　

、鞄

　
宮
廷
で
書

へ
ば
、「
の
り
と
」
を
代
唱
す
る
神
人
書

其
資
格
の
上
か
ら
、
神
主
と
い
ふ
i
j

を
生
じ
て
、
中
臣

・齋
部
の

氏
人
の
位

　
　
　
　
　
　
　

日
本
文
臻
の
發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　瓲

厂

一
1
ー
ー

■



σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
、

置

の
定
ま
つ
究
様

に
、
家

々
の
歴
史
的
生
活

の
中
に
、
語
部
職
が
分
化
し
て
、'
國

々
の
歴
史
詞
章
の
傳
承
を
掌
り
、
氏
人
の
自
覺
を
促

し
、
氏
人
の
教
養
を
高
め
よ
う
と
し
九
も
の
で
あ
っ
旗
。
其
が
、
更

に
分
出
し
た
目
的
が
あ
る
。
其

は
、
自
国
・自
家

に
殘
つ
㍗
、
神

秘
な
短
章
の
威
力
を
説
て
事
で
あ
る
。

即
、「
風
俗
歌
」
・「
風
俗
諺
」

の
起
原
を
明
す
、

語
部
の
物
語

で
あ
る
。
「
く
に
ぶ
り
」
の
歌
及

び
、
諺
を
し
て
、
威
力
を
發
挿
せ
し
め
る
に
は
、
其
来
由
を
説
く
事
が
必
要
で
あ
る
。
其
と
言
ふ
の
は
、
長

い
詞
章
以
外
に
既

に
、
そ

れ
の
詞
章

の
中
か
ら
脱
落
し
弛
断
篇
が
、

古
く
か
ら
行
は
れ
て
居
た
。

其
れ
の
起
原
が
神

に
在
り
、

帝
王
に
在
り
、

英
雄
忙
あ
り
《

叉
な
神
聖
な
事
件
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、

其
語
を
諷
誦
す
る
と

と
の
效
果
を
、

増
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

語
部
の
爲
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
カ

は
の
と
の
意
味
の
も
の
が
あ
っ
た
事
は
、
寧
却
て
明
ら
か
な
證
據
が
あ
る
o
即
、
あ
る
番
謡
傳
承
に
就
い
て
、
其
始
り
を
巍
き
讃
す
、

帥
歌
或
は
諺
の

「
本
縁
」
ゐ
1
背
景
た
る
事
實
一
と
言
ふ
事
と
、
二
方
面
の
爲
事
を
し
た
も
の
が
語
部
で
、

一
つ
は
、
族
長
及
び
そ
の

子
弟
の
教
養

に
、

一
つ
は
儀
禮
の
爲

に
、
歴
史
を
語
つ
弛
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

抒

情

詩

　

本

縁

を

負

ひ
持

つ
た
歌

・
諺

は

、

元

々
あ

る
詞

章

か

ら

溝
離

し

た
も

の

で
あ

っ
た

。

其

が
果

し
て

、
`
其
説

く

所

の
本

縁

の

如

く
、

あ

る

語

部

の
物

語

の
中

に

、

元
来

挿

入

せ
ら

れ

て
居

た

も

の
か

、
嵐ど

う

か

と

言

ふ

こ
と

に
な

る
と

、
蓋

然

的

に
は

、

事

實

だ

と

言

ふ

こ
と

が

拙
來

る

。
`
さ
う

も

た

事

の
行

は

れ

る
様

に
な

っ
た

の
は

、
古

く

叙

事

詞

章

の
間

に
、
部

分

的

に
衷

情

を

訴

へ
、
長

上

の
理

魯

を

求

め

　

　

　

つ　
も　
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

モ
ト

る
所

謂

《

ど

き

式
な

部

分

が
、

次

第

に
發

達

し

て

来

て

み

た

か

ら

だ

。

早

く
分

離

し

て
も

唱

へ
、
或

は

、

關

係

あ

る

「
本

」

一

太
縁

一

の
詞
章

を

忘

れ
た

も

の

が
、

多

く

行

は

れ

る

様

に

な

っ
た
爲

だ

。

か

う

し

て

、

游
離

し
た

歌

諺

が
、

次
第

に
殖

え

て
行

く

一
方

だ

つ
た

騨 「



丶

'

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訣
だ
。
然
る
後
、
ご
れ
の
『
本
』
た
る
べ
き
詞
章
を
求
め
る
努
力
が
、
途

に
か
う
し
た
語
部
の
職
掌
の
中
に
、

一
分
化
を
起
す
様
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
の
だ
o
だ
か
ら
、
語
部
の
物
語
が
、
古
代
の
敬
譲
を
必
し
も
正
し
く
元
の
形
に
復
し
、
適
當
な
本
章
の
中
に
納
め
た
と
ば
か
り
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
は
れ
な
い
の
が
多
か
っ
た
。
却
て
間
違

へ
た
も
の
が
多
か
っ
た
穿
ら
う
。
此
は
、
記
・紀
そ
め
他
を
見
て
も
、
歌
諺
と
、
そ
の
成
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
情
を
説
く
物
語
と
が
、
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
緊
密
を
敏

い
た
場
合
の
多
い
こ
と
を
以
て
も
、
思
は
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
部
の
職
掌
は
と
も
あ
れ
、
歌
及
び
諺
に
就

い
て
考

へ
る
必
要
が
あ
る
。
歌
は
、
其
語
原
か
ら
見
て
、
理
魯
を
求
め
て
哀
願
し
、
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曲
を
盡
し
て
愁
訴
す
る
意
味
を
持
つ
う
た
ふ
と
言
ふ
語
の
語
根
で
あ
る
。
此
に
も
、
長

い
説
明
を
加

へ
る
暇
が
な
い
o
唯
、
抒
情
的
發

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

想
の
根
柢
が
、長
上
に
服
從
を
誓
ふ
所
に
あ
る
こ
と
を
言
ふ
に
止
め
る
。
つ
ま
ウ
、
壽
詞
の
中
か
ら
發
達

し
た
も
の
と
し
て
、
歌
は
、壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詞
の
緊
要
な
る
部
分
で
、
精
靈
叉
は
、
所
動
の
人
聞
の
側
の
表
白
と
し
て
、
生
じ
た
爲

の

『
く
ど
き
ご
と
』
で
あ
る
こ
と
が
訣
れ
ば
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
。
か
う
し
て
叙
事
は
、
抒
情
を
孕
み
、
平
面
な
咒
詞
か
ら
出
た
敍
事
が
、
立
體
的
な
感
情
表
掲
を
展
開
し
て
来
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
と
共
に
、
諺
に
つ
い
て
見
た
い
。
實
は
、
歌
も
諺
も
同
様
な
も
の
と
言

へ
る
が
、
成
立
の
事
情

に
お
い
て
、
噌少

々
の
扈

分

が

あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
從

っ
て
、
形
式
に
お
い
て
も
、
歌
と
は
違
ふ
色
こ
ろ
が
あ
る
。
内
容
は
勿
論
、
そ
の
方
角
を
異
に
し
て
み
る
。
諺
は
、
肚
會
的
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

象

の
歴
史
的
説
明
で
あ
り
、
文
典
説
明
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
或
は
、
積
極
浩
極
の
両
様
の
意
味
に
お
け
る
奬
勵
で
あ
り
、
或
は
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論

・
禁
止
で
あ
る
。
多
く
宗
教
的
の
起
因
を
思
は
せ
る
契
約
を
含
ん
で
み
る
。
も

っ
と
適
切
に
言

へ
ば
、
神
の
語
な
る
が
故
の
、
失
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
ゐ

出
來
な
い
傳
承
で
あ
る
。
断
片
的
な
緊
張
し
た
言
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諺
の
發
生
こ
そ
は
、
敍
事
詩
以
前
か
ら
、
敍
事
詩
に
な
っ
て
も
、
倚
行
は
れ
て
る
た
と
見
え
る
も
の
で
、9

歌

の
發
生
す
る
原
因
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
た
、
』

つ
前
の
形
な
の
で
あ
る
q
壽
詞
の
元
な
る
賞
詞
が
、
」命
令
的
表
現
で
あ
る
所
か
ら
、
さ
う
し
た
傾
向
を
持

っ
て
る
る
の
売
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
文
廛
,の發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　七
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訣
易

く
言

へ
ば
・
宣
詞
の
緊
要
部
な
轟

の
『
眞
言
』
の
脱
落
し
た
も
の
な
の
だ
。
、歌
よ
ゆ
も
、
と
り
わ
け
古
-
、
聽

で
あ
ウ
、
原

詞
渠

明
の
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
此
が

「
枕
詞
」
「
序
歌
」
な
り
、或
は
神
聖

な
る

「神
。
入
の
稱
號
]
.な
り
忙
固
定
す
る
外
尺

こ
の
諺
の
起
原
と
稱
す
る
第
二
次
の
物
語
を
發
生
さ
せ
た
り
し
た
。
さ
う
し
て
、
こ
の
語
を
濁
る
短
篇
は
、
笑

話
の
前
型
と
さ

へ
な
っ

て
み
る
　

宣
詞
深

謝
照
的
籌

詞
を
派
生
し
、
壽
票

叙
事
詞
を
分
化
し
、
敍
事
詩
と
相
髫

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
詞
か
ら
諺
が
、
叙

事
詩
自
身
か
ら
は
、
歌

の
發
生
し
て
来
た
徑
路
は
、
此
で
設
け
た
こ
と
に
し
て
貰
ふ
。
　

　

、

、
　

-

,
…

,、
,

ぞ　

　

一

敍

　

　
事

　

　
詩

敍
籌

の
成
立
が
・
邑
落
或
は
國
家
生
活
の
聞
に
、次
簷

新
し
藤

史
撃

告

て
来
る
。
村
に
と
っ
て
は
、
敍
壽

の
存
在
が
、

密

な
條
件
ど
な
っ
て
楽
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
萎

ら
、
敍
壽

の
初
頭
の
部
分
は
、
す
べ
て
村
の
閣

寿

へ
ら
れ
る
時
か
ら
傅

ヴ

た
も
の
ギ
と
信
じ
ら
れ
て
み
た
か
と
言
ふ
に
、
さ
う
ば
か
り
で
も
な
い
。
信
仰
の
上
で
は
、
其
考

へ
の
基
礎
に
立
っ
て
居
た
の
で
あ

る
・
や
は
軌

後
代
村
の
巫
覡
の
感
跫

よ
つ
て
唱

へ
傅

へ
ら
れ
た
も
の
玉
、
却
て
多
い
こ
と
は
籌

ら
れ
る
の
だ
。
だ
が
同
謄

.
・

考

へ
な
け
薮

な
ら
な
い
の
は
、
新
し
い
部
落
の
簔

と
共
に
出
來
て
來
る
、
第
二
次
的

の
警

語
で
あ
る
。

村
の
成
立
の
基
礎
に
は
、
舊
村

の
分
岐
す
る
妻

と
、
統
制
爰

爨

惆
體
舌

代
の
鑿

は
、
す
べ
轟

の
爲

の
も
の
と
し
て
、
・

,聖
な
蠡

團
を
形
グ
名

た
あ

群
居
と
に
就
い
て
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
此
二
つ
は
、
後
来
久
し
く
新
し
い
、
蔀
肇

構
成
す
る
理
由

.た
㍗
σ
て
居
た
の
で
あ
る
。
　
　
　

.　
　
　
　
　

・　
　
　

・　

.　
　
　

.　
　

・
:
-・
-.
～

　

…
　
　
、
.
.　
　
　

ド、

一 号



　
嘉

賓
に
つ
、い
て
言
ふ
と
、
国
家
が
固
ま

っ
て
後
、
複
姓
一
小
氏
一
の
家
が
分
立
し
て
、
」近
所
遠
方
に
處
を
占
め
る
や
う
に
な
っ
た
事

の
前
型
と
し
て
、
部
落
か
ら
岐
れ
て
、
更
に
小
邑
を
作
る
事
が
行
は
れ
て
居
る
の
だ
。
譬

へ
ば
、
物
部
氏
の
中
に
、
岐
れ
居
た
土
地
に

よ
っ
て
、
…幾
流

の
複
姓
を
生
じ
、
其
が
後
ほ
ど
族
長
更
迭
し
て
、
氏
神
に
仕

へ
る
様

に
な
っ
た
例
と
、
同
じ
事
が
、
他
-
他
氏
1

の
邑

落
に
も
多
い
℃
さ
う
し
て
、
此

等
の
村
が
、
皆
其
々
分
岐
の
歴
史
よ
ゆ
も
3
寧
互
に
本
氏
と
な
り
得
る
様
な
自
由
な
傳
承
を
傅

へ
た
叙

牌事
詩
を
、
持

っ
て
居
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
中
臣
の

一
部
、
驢藤
原
に
居
た
も
の
が
、
」藤
原
を
氏
名
と
し
て
、
篭複
姓
と
し
て
の
特
定
の

一神
、
h共
氏
神
・
郷
土
表
着

の
御
笠
を
祀
っ
た
様

に
。

　

叉
、
舊
族
大
春
日
氏
の
氏
族
の
中
心
た
る
氏
上
が
、
時

々
に
交
替
し
て
、
そ
の
都
度
、
其
族
長
の
祀
る
神
を
拜
す
る
例
だ

っ
た
ら
し

い
の
を
見
て
も
、
村
及
び
氏
族
に
隆
替
が
あ
り
、
中
心
が
常

に
動
い
て
み
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。
必
し
も
、
大
氏
は
永
久
に
馬
小
氏
を

・總

べ
て
居
た
と
の
み
は
言

へ
ぬ
の
だ
。
此
事
は
、
」小
村
分
立
の
時
の
事
情
か
ら
思
ひ
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

冖
.村
の
成
立
に
つ
い
で
、
術
者

へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
古
い
事
情
は
、
職
團
の
移
動

・
定
佳
の
状
態
で
あ
る
。
職

の
禪
聖
な
る
長
者
は
、
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ

宮
廷
式
に
言

へ
ば
、
件
造
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
其
宮
廷
直
属
の
、
由
来
久
し
い
も
め

と
信
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
特
に
拌
緒
と
稱
し
て
み

た
ら
し
い
。
'俘
造
の
所
管
に
あ
る
民
は
、
俘

部
で
あ
る
が
、
其
團
體
が
常

に
漂
遊
し
で
㍉
諸
因
に
散
在
し
て
居
る
の
と
、
各
處
に
定
居

し
で
居
た
も
の
と
が
あ
っ
た
。
小
氏
が
村
を
作
る
の
は
、
普
通
形
式
で
あ
る
、
職
團
部
民

の
方
は
、
其
に
對
し
て
、
、き
す
ら
ひ
歩
く
の

が

、
古

い
形
ら
し
く
、
其
拌
造
に
な
る
も
の
が
、
京
に
住
む
様
に
な
っ
て
行
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
併
し
、
其
と
て
も
わ
り
あ
ひ
、
鹽

後
代
に
纒
つ
た
二
つ
の
様
式
か
も
知
れ
な
い
。
ま
つ
此
様
式
か
ら
言

へ
ば
、
後
世
の
新
撰
姓
氏
録
の
記
載
例
な
ど
も
、
其
固
定
し
た
俤

を
傳

へ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
訂

な
り
早
く
、
,諸
處
に
定
住
し
た
例
竜
あ
る
。
其
は
熾
後
に
言
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
亠叉一學
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生
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こ
れ
を
、
宮
廷
の
上
の
脅
儀

に
う
つ
し
て
見
て
も
、
同
様
の
事
が
あ

っ
た
。
即
、
後
世
、
莊
園
の
出
て
來

る
元
の
形
は
、
と

玉
に
あ

　
　
　
　
　
　
　

ミ
ナ
シ
ロベ
　
ミ
コ
シ
ロ
べ

つ
た
の
で
あ
る
。

御
名
代
部
.御
子
代
部
な
ど
稱
す
る
も
の
は
、
宮
廷
に
お

い
て
、

薪
村
落
を
分
立
し
た
場
合
の
稱
號
で
あ
っ
た
。
而

も
詳
し
く
言
へ
ば
、
必
し
も
土
地
に
固
定
し
た
民
團
ば
か
り
で
な
く
、
流
離
す
る
職
團
を
意
味
す
る
こ
と
も

あ
っ
た

の
だ
。
だ
が
、
埼沚

會
的
地
位
が
す

べ
て
土
地
を
基
礎
と
す
る
時
代
に
な

っ
て
は
、
p
段

々
其
が
、
村
の
形
に
傾

い
て
行

っ
た
の
は
み

事
實
で
あ
る
。

御
名

代

・
御
子
代
、
名
義
に
直
別
は
あ
る
が
、
内
容
は
、
古
書

に
も
多
く
、
混
用
せ
ら
れ
て
居
る
。

　
實
は
、
宮
廷
に
お
い
て
の
、
さ
う
し
た
村
落
成
立
の
原
因
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
は
、稍
違

っ
た
形
を
持

っ
て
る
た
。
代
々
の
主
、上
は
、

宮
廷
信
仰

の
上
で
は
、
常
に

一
入
格
に
入
ら
れ
る
も
の
と
し
て
考

へ
申
し
て
居
た
。
に
も
拘
ら
す
、
歴
史
的
な
考

へ
方
が
生
じ
る
と
ゆ

御

門
代

々
々
々
を
、
別

凌
に
考

へ
申
す
様
に
な

っ
て
来
る
だ
。
だ
か
ら
、あ
る
御
代
の
な
ご
り
を
留
め
る
記
念
事
業
と
謂
っ
た
目
的
を
、

其
御
方
に
關
係
深
い
部
民
の
上
に
考

へ
る
樣
に
な

っ
て
行

っ
た
。
帥
、
列
聖
直
屬
の
部
民
で
、
宮
廷
の
信
仰

を
宣
傳
す
る
用
を
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　

ヒ
オ
キ

み
た
宮
廷
暦
勘
、
日
置
の
撒
布
者
-
大
舎
人
と
し
て
、
御
代

々
々
の
天
子
に
近
侍
し
た
人

々
が
、
任
果
て
丶
後
、
郷
国
に
還
っ
て
そ
の

役
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
即
歴
代

の
主
上
に
、
日
置
郡
或
は
日
置
大
舎
人
部
叉
略
し
て
大
舎
人
部
と
し
て
、
仕

へ
た
人
で
あ
る
。
場

喬
に
ま
っ
て
は
、
…其
大
舎
人
部
が
、あ
る
代
の
主
上
を
記
念
す
る
に
適
當
な
特
殊
な
名
號
を
稱
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
極
め
て
自
然
に
、

御
代

々
々
の
主
上
の
御
な
ご
り
を
止
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
。
日
置
と
い
ふ
の
は
日
を
か
ぞ

へ
る
事
を
意
味
し
て
み
る
。

新
　
敍

事

詩

さ
う
し
た
宮
廷
の
赫

々
が
、
單
に
獨
立
し
て
散
在
し
て
み
た
の
で
は
な
く
、
大
舎
人

の
後
が
・そ
の
部

の
伴

造
に
當
る
.、靱
β

し
て
・

F
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あ
る
方

々
の
支
配
を
受
け
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

帥
、
日
置
郡
・
々
安
々
を
總
管
す
る
の
が
、
.其
部

の
創
立
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
御
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

セ
ン
ダ
イ
　
　
ゴ
ヰ
ン

の
御
子
孫
、
と
い
ふ
事
に
な

っ
た
の
だ
。
其
處
に
、
宮
廷
領

の
分
立
竝
び
に
、平
安
朝

に
お
け
る
先
帝
觀
・後
院
制
度

の
生
れ
て
來
る
理

由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
歴
代
主
上
直
屬
の
民
、
及
び
土
地
の
繼
承
に
は
、
今
日
で
は
不
明
な
、あ
る
形
式
が
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
。
部
内

次
代

に
傅
る
事
も
あ
れ
ば
、
叉
次
々
代
に
傅
り
、
或
は
宮
廷
外

に
出
て
行
く
形
も
あ

っ
た
ら
し

い
。

　
宮
廷
に
お
け
る
部
民
繼
承
の
形
が
、
分
化
せ
す

に
は
居
な
か

っ
た
。
皇
子
及
び
皇
后
の
爲
の
部
民
で
あ
る
。
正
式

に
言

へ
ば
、
皇
子

　
　
　
　
　
　
　
ワ
ケ
ベ

の
爲
の
も
の
は
、
別
部
と
言
ふ
べ
き
で
あ

っ
た
ら
う
。
皇
子
奪
が
、
宮
廷
の
聖
な
る
候
補
と
し
て
の
位
に
備
ら
れ
た
爲

に
、
日
置
部
同

　
　

ワ
ケ

様
、
別
の
部
民
が
丗
来
た
の
だ
。
後
に
專
ら
、
御
子
代
部
と
言
ひ
、
叉
、
御
名
代
部
の
内
に
籠
め
で
も
言
は
れ
る
樣

に
な

っ
た
の
が
、

此
で
あ
る
。

　
必
し
も
、
早
世
せ
ら
れ
、具
徳
ふ
べ
き
子
孫
の
な
い
時
、
こ
の
皇
子
在
世
の
記
念
と
し
て
立
て
た
も
の
と
は
言

へ
な
い
。
子
孫
あ
り
乍

ら
、
御
子
代
部
の
あ
っ
た
例
が
多
く
も
あ
り
、
叉
在
世
中
か
ら
定
め
ら
れ
て
も
居
た
こ
と
も
、
古
い
形
ら
し

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

死
後
立
て
た
樣

に
説
く

の
は
、
後
の
合
理
化
と
見
て
よ
か
ら
う
。
而
も
全
然
、
新
し
く
作
る
も
の
と
言
ふ
よ
り
は
、
從
來
の
部
民

の
名

稱
を
改
め
さ
せ
て
西
新
部
民
・新
部
落
を
形
づ
く
る
様
に
な

っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

・卸

子
代
部
の
所
管
が
、
其
皇
子
の
名
義
を
傅

へ
る
方
々
の
傳
統
か
ら
去

っ
て
、
新
し

い
方
面
に
行
く
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
廷

に
置

い
て
、
宮
廷
領
の
分
化
し
た
も
の
と
言
ふ
べ
き
も
の
三
主
が
失
は
れ
た
場
合
は
、
之
を
襲
ぐ
新
し

い
部
曲
を
立
て
る
と

と
が
出
來

た
の
だ
。
引

い
て
は
、
宮
廷
で
は
、
共
直
屬
で
な
い
も
の
で
も
、
舊
部
曲
傳
聚
の
詞
章
不
明
に
な
っ
た
も
の
は
、
之
を
沒
狡
し
て
、
新

所
有
者
を
南
皇
子
の
中
か
ら
擇
ぶ
こ
と
も
出
来
た

の
で
あ
る
。
山
部
の
財
産
に
對
し
て
、
大
山
守
皇
子
の
併
有
を
宣
し
た
如
き
は
、
其

　
　
　
　
　
　
　

日
本
文
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生
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毒

輔
二

例
で
あ
る
。
此
時
は
、
傳
承
の
詞
章

に
よ
っ
て
、
危
く
沒
收
を
免
れ
て
み
る
。

　
子
代
の
爲
に
新
立
し
た
繼
承
者
は
、
即
養
子
に
當

る
の
で
あ
る
。
別
部
の
發
逹
に
連
れ
て
起

つ
＼た
も
の
が
、、私
部
で
あ
る
。
宮
廷
を

樽

窮

-
公
一
と
言
ふ
に
對
し
て
・
偏嚠
矧
の
主

の
上
に
、
後
代
非
公
式
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
私
部

の
字
を
、
后
の
部
民
・領
土
の
上

に
宛
て
た
。
-き
さ
い
つ
べ
一
き
さ
い
ち

べ
刃
き
さ
い
べ
一
と
言
ふ
。

こ
れ
を
多
く
、
」御
名
代
部
と
言
ふ
ρ
混
同
し
て
皇
子
の
御
字
代
ま

で
を
も

こ
め
て
、
言
ふ
様
に
な
る
。
此
私
部
叉
は
、
御
名
代
部
の
起
原
を
説
い
た
大
春
日
皇
后
博
論
が
あ
る
が
、
事
實
は
其
前
か
ら
あ

っ
た
も
の
と
も
思
は
れ
る
。
こ
れ
に
も
、-
御
腹
に
、
御
名
を
傳

へ
る
べ
き
皇
子
の
な
い
の
を
歎
か
れ
た
爲

に
、
主
ヒ
私
部
を
立
て
る
こ

と
を
冤
さ
れ
た
事
に
な

っ
て
み
る
。
と
に
か
く
、
私
有
部
曲
の
起
原
を
説
い
た
も
の
に
違
ぴ
な
い
。
但
、
此

と
同
じ
境
涯
に
あ
っ
た
内

親
王
に
は
、
更

に
古
い
傳
へ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
其
と
共
に
、
北
大
春
日
部
以
下
の
起
原
説
明
が
、
荘
園
の
.古
形
態
を
示
し
て
居
る

芒
は
、一
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
部
曲
を
立
て
る
風
が
、
延
長
せ
ら
れ
て
、
臣
下
の
上
に
及
ん
だ
の
は
、
日
本
的
に
は
、
主
と
し
て
宮
廷

乏
の
血
縁
關
係

の
、
深
ま

っ
て
來
た
爲
で
あ
ら
う
。

　

か
う
言

ふ
風
に
、
次
第

に
財
産
観
念
を
出
し
て
來
る
が
、
其
根
本
を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
詞
章
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
大
山
守

白零
丁
の
、
山
部
の
土
地
人
民
を
押
領
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
唯

一
の
理
由
は
、
山
部

.
山
守
の
別
を
知
ら
し
め
た
山
部

の
詞
章
の

存
在
し
た
事

に
よ
る
。
付
文
は
、
部
民
の
成
立
を
説
く
所
の
口
頭
の
物
語
が
、
其
部
民
或
、
神
人
の
間
に
傳

っ
て
、
そ
の
土
地

.
そ
の

職
業

の
来
由
と
、丶,宮
廷
と
の
關
係
そ
の
他
を
傳

へ
て
る
た
か
ら
で
あ
る
コ
だ
か
ら
、・
村
の
新
立

。
部
民
の
結
集

の
爲
に
は
、
叙
事
詩
を

與

べ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
。
も
っ
と
自
然
に
言

へ
ば
、
村
一

及
び
部
曲
一

は
、
物
語
の
縫
承
を
必
須
條
件
と
し
て
居
た
。
村
の

開
き
主
に
關
す
る
物
語
な
く
て
は
、
村
の
存
在
は
意
味
な
く
、
存
立
危
険
な
も
の
で
も
あ

っ
た
の
だ
。

騨



'

　
大
春
日
部
そ

の
他

の
傳

へ
と
思
は
れ
る
、
宣
化
天
皇

・
春
日
皇
后
の
妻
訪
ひ
の
物
語
歌
の
如
き
は
w
大
國
主

σ
沼
河
媛
の
唱
和
と
根

本
に
お
い
て
異
な
る
所
が
な
い
・
叉
反
正
天
皇
の
御
誕
生
に
關
す
る
物
語
の
如
き
も
、
同
じ
形
式
を
た
ぐ
れ
ば
、三
つ
の
似
た
事
蹟
が
、

後
代
の
皇
子
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　

,　
　
　
　
　

,

　
叙
事
詩
の
史
實
化
に
つ
い
て
、
そ
の
絲

口
は
書

い
た
。
事
實
に
お
い
て
、
眞
の
歴
史
を
後
世
に
傳

へ
る
成

心
を
持
っ
て
し
た
の
が
、

語
部

の
出
發
點
で
も
な
く
、
叉
そ
の
内
容
自
身
が
、
實
在
性
の
保
障
出
來
る
唯

一
偶
發
事
件
の
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
の
が
、

普
通
で
あ
っ
た
。部

落

・部
曲

の
詞
章

　
尊

い
皇
子
の
爲
に
は
、
そ
の
誕
生
か
ら
生
ぴ
立
ち
の
過
程
の
あ
る
期
間
の
叙
述
を
類
型
的
に
物
語
る
も
の
が
、
中
心
に
な

っ
て
み
た

の
だ
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
す
べ
て
の
尊
貴

の
方
々
の
出
生
に
關
す
る
儀
禮
一
産
養
一
鎮
魂
一
祓
除
一
養
育
一
母

・
小
母

・
乳
母
に
關
嚇

し
た
事
ー-
に
く
り
返
さ
れ
た
類
型
の
行
事
が
、
あ
る
方
々
の
歴
史
と
特
殊
化
し
て
考

へ
ら
れ
た
の
だ
。
別
の
語
を
以
て
す
れ
ば
、家
筋
.

村
筋

.
職
筋
に
お
い
て
は
、
其
開
初
の
入
の

一
代
記
か
ら
語
り
は
じ
め
る
事
を
、
條
件
と
し
て
み
る
。
さ
う
す
れ
ば
、.

出
生
譚
に
重
き

を
置
く
の
は
、
理
由
の
あ
る
事
で
あ
る
。
其
か
ら
、
時
代

の
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に

一
代
の
中
の
重
要
事

項
を
併
せ
陳
べ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
思
は
れ
る
。
が
、
ほ
ん
た
う
の
史
實
を
と
り
扱

ふ
樣
に
な
る
の
は
、
極
め
て
後
の
事
と
考

へ
る
の
が
正
し
い
。

　
　
　
　
　
タ
ケ
ル
ベ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ス

　
譬

へ
ば
、
建
部
の
傳
承

に
は
、
却
て
成
人
後
の
傳
に
重
凌
を
お

い
て
、
生
ひ
立
ち
に
つ
い
て
は
、
父
帝
の
、
碓
に
た
け
献
せ
ち
れ
た

事
を
言
ふ
の
み
で
あ
る
。
此

な
ど
拡
、
聖
子
誕
生
に
關
す
る
別
殊
の
形
式
の
存
在
を
思
は
せ
る
も
の
で
な
く
ば
、
恐
ら
く
後
の
大
事
件

　
　
　
　
　
　
　

日
本
文
學
の
發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一三

r
--;
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●

●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唱四

を
主
と
し
て
、
生
ひ
立
ち
の
語
ゆ
を
忘
却
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
だ
。
唯
時
と
し
て
、
稀
に
誕
生
の
部
分

の
細
敍
せ
ら
れ
た
方
々
の

物
語
が
、
残
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
爲
、
小
數
の
尊
貴
の
上
の
事
實
だ
と
見
ら
れ
る
の
は
、
實
は
す
べ
て
に
亘
っ
て
あ

っ
た
事
、
語
ら

れ
た
事
が
、
特
別
に
、
あ
る
部
曲
に
限
っ
て
殘
つ

た
爲
の
様
に
思
は
れ
る
。

　
か
の
反
正
天
皇
の
産
湯
に
關
す
る
傳

へ
の
類
型
は
、
既
に

一
部
分
固
定
分
化
を
経
た
も
の
で
あ

っ
た
。
大
國
主
の
子
あ
ぢ
す
き
た
か

ひ
こ
ね
の
紳

・
垂
仁
天
皇
の
皇
子
ほ
む
ち
わ
け
の
皇
子
の
御
傳
に
見
え
る
、
養
育
譚
が
あ
っ
た
訣
で
、
其
は
、
順
序
を
か

へ
て
.
御
兄

弟
の
允
恭
天
皇
の
御
成
人

の
後
の
章
に
、
俤
を
見
せ
て
み
る
。
術
ほ
む
ち
部
に
、
忘
れ
残
り
に
語
ゆ
置
か
れ
た
部
分
が
あ
る
。
古
事
記

　
　
　
　
ア
ゲ
タ
ツ
　
　
　ウ
ナ
カ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
ア
シ
ナ
エ
メ
シ
ヒ

に
、『
帥
、
曙
立
王

・
菟
上
玉
二
王
を
、そ

の
御
子
に
副

へ
遣
る
時
、
那
良
戸
よ
り
は
跛
盲
遇
は
む
。
大
阪
戸
よ
り
は
跛
盲
遇
は
む
。
唯
{

　
　
　
　
ワ
キ
ド
　
　
ヨ　
　
ト
　
　
ウ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
も　
も　
む　
も　
も　
も　
　
ホ
ム
チ
ベ　
し　
し　
な　
カ

紀
戸
ぞ
、
脇
戸
の
古
き
戸
と
ト

へ
て
、
出
で
行
か
す
時
、
到
り
坐
す
地
無
に
、
品
遲
部
を
定
め
き
』
と
あ
る
。
漂
遊

・
定
佳
二
つ
の
形

が
、
此
等
の
部
曲
の
粒
々
の
上
に
、
現
れ
て
居
た

一
つ
の
證
據
で
あ
る
。

　

一
筋
の
類
型
的
な
物
語
の
申
で
、
部
曲
の
性
質
職
掌
に
よ
っ
て
、
あ
る
部
分
が
發
達
し
、
他
の
部
分
が
減
退
し
、
叉
は
、
全
部
を
失

う
て
し
ま
ふ
事
す
ら
、
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
其
殘

つ
た
物
語
が
、
そ
の
部
落

・
部
曲
の
職
掌

に
、
深
く
關
聯
を
持
っ
て

る
る
本
縁
譚

の
様
に
考

へ
ら
れ
た
の
だ
ら
う
。
私
部
の
方
で
見
て
も
、
先
に
述
べ
た
様
に
、
大
國
主

ひ
沼
河
媛
の
結
婚
形
式
を
前
型
と

し
て
、
儀
禮
の
行
は
れ
た
處
か
ら
、
其
が
敍
事
詩
化
し
て
傳
つ
た
大
春
日
皇
后
傳
、
及
び
其
を
傳

へ
た
部
落

・
部
曲
が
出
来
、
後
に
、

其
に
よ
っ
て
、
其
他
其
物
成
の
私
有

が
保
障
せ
ら
れ
て
行
く
樣
に
な

っ
た
も
の
な
の
だ
。
叉
萬
葉
十
三
を
見
て
も
、
泊
瀬
の
地
に
、
同

類

の
傳

へ
を
有
す
る
も
の
玉
あ
っ
た
事
が
知
れ
る
。

恐
ら
く

雄
略
天
皇
の
皇
妃
に
關
す
る
も
の
な
の
だ
ら
う
。

譬

へ
ば
、

又
そ
の
雄

略
后
と
仁
徳
后
と
の
、
お
二
方
で
は
、
御
性
格
的
に
非
常
な
相
違
が
あ
る
様
に
、
歌

の
上
か
も
想
像
出
來
る
様
に
傳
っ
て

み

る

が
、



、

大
國
主
に
お
け
る
す
せ
砂
媛
の
歌
及
び
そ
れ
か
ら
類
推
せ
ら
れ
る
御
性
格
や
、
傾
向

の
分
化
し
て
来
た
痕
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
御
名

代
部
の
起
因
の
、

古

い
傳

へ
な
る
仁
徳
紀
の
八
田
稚
郎
女
の

傅
記
如
き
も
、
そ
の
御
薦
の
私
部
の
一
皇
夊
の
場
合
は

八
田
部
の
i
成

立
を
物
語
る
、
古

い

間
つ
の
傳

へ
で
あ
っ
て
、'
必
し
も
其
頃
か
ら
、

後
の
意
味
の
名
代
が
あ
っ
た
、

と
言
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
の
だ

ら
う
o

　
其

が
次
第
に
、
逆
に
名
を
傳

へ
る
爲
、
傳
紡
織
承
者
の
な
い
爲
と
言
ふ
考

へ
を
派
出
し
、
生
存
の
記
念
を
、
後
世
に
傅

へ
よ
う
と
言

ふ
こ
と
か
ら
出
た
と
考

へ
る
様
に
な

っ
て
来
た
の
だ
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、さ
う
し
た
新
立
の
部
曲

・
部
落

で
は
、
そ
の
創
立
者
或
は
、

創
立
者
に
擬
せ
ら
れ
た
貴
人
の
物
語
を
語
る
事
に
よ
っ
て
、
其

々
の
存
在
が
價
値
あ
り
、
保
障
せ
ら
れ
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
發
達
す
れ
ば
、
后

・
皇
子
の
爲
の
も
の
は
、
妃
嬪
・諸
王
・寵
臣
の
上
に
も
及
ぶ
こ
と
、
既
記
の
通

り
で
あ
る
。
宮
廷
直
轄
地

以
外
尚
、
舊
領
の
私
有
を
認
め
ら
れ
て
居
た
野
ら
う
と
思
は
れ
る
舊
來
の
豪
族
の
土
地
を
除

い
て
、
1
此
に
つ
い
て
は
頗
る
繁
雑
な
問

題
が
擴
っ
て
み
る
一
新
し
い
公
認
の
莊
園
が
出
来
て
来
た
理
由
は
、
茲
に
あ
る
の
だ
。

　

つ
ま

り
莊
園
の
前
型
、部
曲
固
有
の
利
權
を
保
護
す
る
唯

一
の
證
據
と
し
て
、
此
等
の
詞
章
が
、後
々
役
立

つ
事
に
な

っ
た
の
だ
o
此

は
實
際
、
敍
事
詞
章
が
咒
詞
の

一
體
で
あ

っ
た
と
の
、
舊
信
仰
の
持
續
せ
ら
れ
て
る
た
所
か
ら
生
じ
た
糎
果

で
あ

っ
た
。
帥
、
系
圖
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も

持
つ
威
力
と

一
つ
で
あ

っ
た
。
古
代
に
お
い
て
、
さ
う
し
た
系
圖
の
口
頭
詞
章
に
よ
る
も
の
を
、

つ
ぎ
と
言
ひ
、
宮
廷
で
は
ひ
つ
ぎ
、

植
民
で
は
よ
つ
ぎ
と
言
っ
た
。
咒
詞
・系
圖
・敍
事
詩
の
區
別
が
、
極
め
て
尠
か
っ
た
こ
と
が
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

漂
游
族

の
藝
能

丶

日
本
文
學
の
發
生

一
五

-
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一
六

　
部
落
を
な
し
た
も
の
は
、
其
に
よ
っ
て
、
時
代
的
權
勢
家
に
併
合
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
免
れ
た
が
.漂

游
す
る
部
曲
民
で
も
亦
、

此
詞
章
に
よ
っ
て
職
と
、
財
産
と
を
護
る
こ
と
が
出
来
だ
。
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
族
人
だ

と
言
ふ
こ
と
は
、其
を
棄
て
な
い
者
ほ
ど
、

愈
明
ら
か
に
な

っ
た
行
っ
た
訣
だ
。
譬

へ
ば
、
海
人
部
の
民
が
、
其
で
あ
る
。
海
人
の
職
の
起
原
を
説
く
物
語
は
固
よ
り
だ
が
、
中
間

に
於
い
て
は
寧
、
多
く
海
邊
に
流
離
し
た
貴
人
の
物
語
の
類
の
、

一
見
何
の
所
縁
も
な

い
情
史
的
な
物
語
ま
で
も
、
と
り
こ
ん
だ
物
語

群
を
持
っ
て
、
諸
國
を
巡
遊
す
る
様
に
な

っ
た
。
其
に
よ
っ
て
、
彼
部
曲
の
職
掌
が
公
認
せ
ら
れ
る
と
共
に
、

一
種
の
藝
術
的
遊
行
團

が
成
立
す
る
訣
で
あ
る
。
彼
等
の
職
掌
は
、
其
自
身
の
中
心
と
な

っ
て
み
る
宗
教
儀
禮
を
、
宣
布
す
る
手
段

と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
、
自
然
、
遊
行

・薬
籠
・
宗
教
儀
禮
は
、
團
體
の
成
立
條
件
と
考

へ
ら
れ
て
来
る
。
古
代
か
ら
中
世

へ
亘
っ
て
、

か
引
し
た
巡
游
禪
人
を

「
ほ
か
ひ
」
と
稱
し
た
。
さ
う
言

っ
て
よ
い
だ
け
の
名
も
實
も
、
存
し
て
み
た
の
だ
。

　
日
本
に
お
け
る
古
代
信
仰
の
共
通
的
形
式
と
し
て
、
色

々
な
形
に
し
ろ
、
祓
除
を
主
と
し
て
居
た
。
さ
う
し
て
、
其
が
多
く
、
各
種

の
遊
行
禪
一
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
1
及
び
、
そ
の
神
人
の
手
で
施
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
の
藝
能
と
し
て
、
敍
事
詩

を
謠
ひ
、
舞
踊

・
演
劇
を
行

ふ
こ
と
は
、
そ
の
儀
禮
の
手
段
で
あ

っ
た
。
私
の
話
は
、
文
興
史
を
説
く
上
か
ら
、
詞
章
に
ば
か
り
に
偏

し
て
居
た
が
、
贊
は
早
く
か
ら
、
演
劇

・
舞
踊
方
面
の
、あ
る
點
ま
で
の
發
逹
を
述
べ
て
置
か
ね
ぼ
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
。
舞
踊

は
、鎭

魂
の
手
段
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
そ
び
と
言
ふ
用
語
例
は
、
最
古
い
意
味
に
お
い
て
、
鎭
魂

の
爲
の
舞
踊
で
あ
る
。
歌
の

發
生
は
先
に
述

べ
た
が
、
歌
を
謠
ふ
こ
と
は
、
服
從
を
誓
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
た
。
歌
を
唱

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呼
び
起
さ
れ

る
所
の
1
其

々
家
国
の
守
護
靈
な
る
i
威
靈
を
、
そ
の
長
上
の
體
中
に
鎮
定
し
よ
う
と
す
る
。
其
歌
の
形
式

は
、
長
短

・
繁
簡
あ
り
、

i
譬

へ
ば
、片
歌
・旋
頭
歌
。短
歌
と
1
時
代
に
よ
っ
て
違
ふ
が
、
精
神
に
お
い
て
は
、
替
る
所
が
な
い
。
後
代
に
お
い
て
は
、舞
踊
に
も

罵鑷幣 吟



嘉

・

演
劇
的
要
素
を
多
く
含
ん
で
來
て
・
…掛
け
合
ひ
形
式
を
採
る
様
に
な

っ
た
。
譬

へ
ば
・
禊
魑

卍「
神
樂
一
の
人
長
・
詔
墅
の
如
き
對
立
を

生
じ
る
が
、
其
に
は
、
さ
う
し
た
演
劇
構
造
を
探
る
理
由
が
あ

っ
た
訣
だ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
マ
ヒ

　
演
劇
は
、
鹿
本
の
古
代
に
於
い
て
は
、
掛
け
合
ひ
を
要
素
と
す
る
も
の
で
、寧
、
相
撲
の
形
式
に
近
い
も

の
で
あ

っ
た
。
英
主
體
と
な

る
禪
に
聾
し
て
、
精
靈
が
そ
れ
を
も
ど
く
行
動
を
し
て
、
結
局
、
降
服
を
誓
ふ
形
に
な

っ
た
の
が
、
次
第

に
複
雜
化
し
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
精
靈
が
、
男
性
で
あ
り
、
女
性
で
あ
る
事
の
相
違
が
、
藝
能
と
し
て
の
筋
に
變
化
を
與

へ
る
様
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
單

純
な
演
劇
は
、
受
け
方
が
動
物
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
、
又
、
巫
女
の
嫌
な
姿
を
取
る
様
に
も
な
る
。
但
、
普
通
の
形
式
は
、
力
人
と
言

っ
た
形
を
と
っ
た
も
の
ら
し

い
。
ひ
ご
ほ
ム
で
み
の
尊
に
對
す
る
海
幸
彦
、
た
け
み
か
つ
ち
の
命
に
對
す
る
た
け
み
な
か
た
の
紳
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
ギ
マ
ヂ　ク
エ
ハ
ヤ

り
、
叉
野
見
宿
禰
に
對
し
て
の
、
當
麻
.
蹶
速
の
如
き
姿
で
あ
る
。
勿
論
、

古
代
の
詞
章
の
内
容
を
現
實
化
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
の

意
味
を
副
演
ず
る
と
言
っ
た
風
の
事
も
、
勿
論
あ

っ
た
事
は
思
は
れ
る
。
が
、
わ
が
詞
章
は
本
質
的
に
、
の
り
と

・
よ
ご
と
風
の
對
立

を
見
る
の
だ
か
ら
、
必
の
り
忍
方
と
、
よ
ご
と
方
に
分
れ
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
爭
ひ
の
形
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
奏
壽

.
誓

約
に
結
着
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
モ
ツ
　オ
ホ　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
ツ
ミ

　
よ
ご
と
方
な
る
相
手
を
女
性
化
す
る
様
に
な

る
と
、
黄
泉
大
禪
の
娘

・
大
山
祗
の
娘

・
わ
た
つ
み
の
娘
な
ど
言
っ
た
形
に
な
り
、
叉

男
神
を
逐
ふ
女
神
i
播
磨
風
土
記
一
と
い
ふ
姿
を
採
る
の
だ
。
其
が
低
く
は
、
粒
々
の
巫
女
と
謂
っ
た
姿
を
と
る
。
恐
ら
く
、
西
洋
古

國
の
聖
劇
の
類
よ
り
は
、
も
っ
と
時
代
の
古
い
俤
を
留
め
て
、
單
純
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
て
よ
い
。
構
造
の
訣
っ
て
居
る
分
だ
け

言

へ
ば
、
譬

へ
ば
、
海
山
幸
の
爭
ひ
で
あ
る
。

　
此
は
少
く
と
も
、
農
村
の
水
を
自
由
に
し
ょ
う
と
言
ふ
村
の
希
望
、
共
か
ら
、
之
を
妨
げ
る
者
を
屈
服
せ
し
め
た
、
と
言
ふ
古
詞
章

　
　
　
　
　
　
　

日
本
文
墨
・の發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
北



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

サ
バ

の
副
演
で
あ
る
。
今

一
つ
、
野
見
宿
禰
の
腰
折
れ
田
の
傅
読
の
生
じ
た
源
な
ど
も
、
新
室
及
び
裏
屋
を
造

る
に
當
っ
て
、
こ
れ
に
碍
る

者
を
,
永
久
に
服
従
せ
し
め
て
置
く
豫
備
行
事
で
あ

っ
た
。
野
見
氏
が
、
出
雲
宿
禰
の
分
派
で
あ
り
、
出
雲
人
が
、
建
築
及
び
墓
作
り

に
長
じ
て
居
た
こ
と
か
ら
見
て
考

へ
ら
れ
る
。
共
と
共
に
、
日
本
演
劇

の
古
い
姿
が

「
田
の
水
引
き
」
の
成
敗
を
印
象
し
た
事
を
示
し

て
み
る
、
と
言
ふ
事
も
考

へ
ら
れ
る
。
。
詞
章
自
身
が
敍
事
詩
だ
か
ら
、
此
か
ら
演
劇
的
要
素
を
探
れ
ば

、
如
何
程
で
も
、
演
劇
的
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も　　り　　　　　り　　う

子
を
求
め
出
す
事
は
出
來
る
。
併
し
、
遙
か
後
世
の
例
-
譬

へ
ば
、
最
著
し
い
狂
言
の
如
き
、

シ
テ

・
ア
ド
を
樹
立
せ
し
め
る
も
の
に

於
い
て
、
(ゲ
ギ
は
・
役
者
と
し
て
の
位
置
を
示
す
も
の
で
、「役
」
に
本
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
)
-
な
ど
か
ら
見
て
も
、
古
代
演
劇
を
、
今
日

の
所
謂
神
薬
の
様
に
、
單
純
な
が
ら
、
筋
に
幾
様
か
の
變
化
の
あ
る
も
の
、
と
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し　　り

　

そ
の
間
に
言
っ
て
よ
い
こ
と
は
、
此
シ
テ

・
ア
ド
對
立
者
の
語
が
、
次
第
に
有
力
に
な

っ
て
來
て
、
歌

の
獨
立
を
爲
絶
せ
さ
せ
た
と

思
は
れ
る
こ
と
だ
・

つ
ま
ゆ
、
宣
奏
兩
詞
章
の
間
に
發
生
し
た
、
諺

・
歌
と
も
言
ふ
べ
き
部
分
が
、
「歌
」
と
し
て
の
渾
然
た
る
發
逹
を

導
い
て
、
さ
う
し
て
、
逾
に
歌
ば
か
り
の
唱
和

・
相
聞
と
言
ふ
形
を
分
化
さ
せ
た
の
だ
。

ほ

か

ひ

「
ほ
か
ひ
穿
と
」
叉
は
、
時
と
し
て
は
、
1
後
世
の
方
言
ー-
・あ
る
時
代
に
は
標
準
語
だ
っ
た
ら
う
一
を
溯
源
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
.
知

ら
れ
る
i
.「
ほ
ぎ
ひ
と

(
〉
ほ
い
・と
)」
と
言
は
れ
て
る
る
語
が
、
海
人
部
曲
そ
の
他
の
神
人
の
教

へ
と
そ

の
儀
禮
な
る
祓
除
法
と
、
共

か
ら
そ
の
藝
能
と
し
て
の
歌

・
物
語
叉
は
舞
踊

・
演
劇
と
を
携

へ
廻
っ
た
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
謂
は
f
.
神
の
爲
の
神
部
と
し
て
、

創
立
主
の
な
い
、
自
由
な
部
曲
が
あ
っ
た
事
を
示
し
て
み
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
此
民
国
は
、
人
を
創
り
主

に
持
つ
以
前
に
、

ド
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＼

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

?

祚

を

創

ゆ
主

と

し

て

み
た

こ
と

を

意

味

す

る

の

だ

ら

う
②

其

と
共

に
、

そ

の
傅

承

す

る
敍
事

詩

-

咒
詞

等
1

は

、
極

め

て
自

由

に
出

入

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
マ
八
七
ツ
カ
ビ

應

用

す

る

こ

と

が
出

來

た

も

の
で

あ

ら

う
。

海

人

部

曲

の
億

承

す

る

も

の

と

し

て
、

海

丈

部

の

「
こ

と

の
語

り

ご

と
」
な

る
大

國
主

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ア
マ
ガ
タ
リ
ウ
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア
マ
タ
ブ
リ

物

語

、

こ
れ

に
關

嚇

し

た

「
天

講

歌

」

な

る

雄

略
朝

の
歌

々
が

あ

り
、

叉
海

の
流

離

譚

に
縁

を

持

つ
、
輕

,
太

子

.輕

.
大

郎

女

の
天

田

振

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヲ

ミ
　
オ
ホ
キ
ミ

の
如

き

も

、

共

ら

し

い
し

、
萬

葉

・
日
本

紀

・
常

陸

風

土
記

に
痕

を

止

め

た

麻

績

ノ

王

の
海

人
歌

(
假

り
に

命

け

る
)
な

ど
が

其

だ

ゆ

さ

う

し

て

、

其

系

統

を

襲

ぐ

も

の
と

し

て

は
、

後

々
ま

で

、

好
本

文

學

の
發

想

法

の

一
類

型

と

も
言

ふ

べ
き

も

の
が
、

縷

々
と

し

て
出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヤ
カ
　
　
チ
カ
ミ
ノ
イ
ラ
ツ
メ

て

來

て

る

る
。

帥

、

石

上

乙

麻

呂

の
歌

i
・及

び
詩

一

、

中

臣

宅

守

・
茅

上
郎

女

の
相

聞

連

作

、

源

融

・
小

野
篁

・在

原
行

築

の
歌

、

共

か

ら

更

に

源
氏

物

語

そ

の
他

の
、

貴

人

流

離

の
物

語

の

人

生
観

を

誘
導

し

て

み

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ア
ナ
ホ

　
叉

一
方

に
は
、
我

々
が
穴
師
部
-

或

は
穴
太
部
l
l
の
物
語
と
稱

へ
て
る
る
所
の
、
幼
弱
な
る
男
女
の
貴
人
の
、
棄
て
ら
れ
て
水

光
ま
る
道

に
仆
れ
死
ん
で
、
轉
生
す
る
物
語
な
ど
も
、
彼
等
が
行
う
江
山
の
聖
水
の
禊
ぎ
と
、
關
係
し
た
古
物
語
で
あ
る
の
だ
ら
う
。

此
が
、
竹
取
物
語
・戀
ノ
淵
譚

(
伊
勢
物
語
)
な
ど
謂

っ
た
文
學
の
、
限
り
な

い
型

に
岐
れ
て
行
く
。
　
　
　
　
　
　

・

　
か
う
し
九
叙
事
詩
が
、
殊

に
、
其
自
身
の
申

に
抒
情
部
分
を
分
出
し
て
來
る
こ
と
、
而
も
其
が
、
其

一
聯

の
詩
の
生
命
を
扼
す
る
部

分
と
な
る
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
咒
詞
の
中
の
眞
言
の
場
合
と
同
じ
形
を
と
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
な
る
も
の
丶
發
生
は
、
極
め

て
徐

々
と
し
て
、
力
強

い
歩
み
を
進
め
て
来
た
の
で
あ
る
。

廓

新

咒

詞

/

我

々
は

、

祝
詞

を

傳
統

的

に
古

く

見
過

ぎ

て

み

る
。

今

あ

る
延

喜

式

記

載

の

形
を

、

そ

の
ま

、
最
古

形

と
信

じ
な

い
ま

で
も

、

真

表

　

　

　

　

　

　

日
本
文
臨
}の
發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
九

「

ー
ー
、
一

L

1k軌　　噸卜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

現
發
想
の
方
法
を
以
て
、
文
章
詞
章
を
通
じ
て
の
、
日
本
式
最
古
の
形
を
保
存
し
た
も
の
と
言
ふ
樣
に
考

へ
慣
れ
て
み
る
。
だ
が
、
今

あ
る
此
平
安
初
期
に
記
録
せ
ら
れ
弛
靦
詞
は
、寧
、奈
良
朝

に
製
作
せ
ら
れ
た
宣
命
よ
ゆ
も
新
し
い
形
と
、
考

へ
方
と
を
含
ん
で
み
る
。

宣
命
が
そ
の
都
度
、
新
撰
せ
ら
れ
た
樣
に
、
祝
詞
も
亦
、
改
作
を
重
ね
て
来
光
こ
と
を
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
祝
詞
の
場
合
、
人
事
の

一

宣
命

に
お
け
る
1

如
く
變
化
甚

し
く
な

い
か
ら
、
部
分
改
作
に
止
つ
九
で
あ
ら
う
が
、
宣
命
は
、
特
殊
な
祗
會
的
境
遇
に
立
つ

故

に
、
常

に
變
化
し
て
行
つ
九
訣
だ
。
宣
命
と
税
調
と
の
似
よ
つ
弛
點
、
更

に
萬
葉
の
長
歌
と
、
祝
詞
の
修
辭
と
、
そ
の
近
似
を
捉

へ

て
、
先
輩
は
、
す
べ
て
祝
詞
の
模
倣
と
考

へ
て
來
拠
標
だ
。
だ
が
、
此
は
寧
順
序
を
逆

に
し
て
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が

旧
暦
、
か

う
考

へ
る
方
が
、
正
し
い
も
の
と
言

へ
よ
う
。
宣
命
自
身
、
單
な
る
擬
古
文

に
過
ぎ
な

い
も
の
で
あ
る
。
奈
良
朝
の
文
法
か
ら
は
、
既

に
、
古
文
の
、
圓
滿
な
理
會

に
よ
っ
て
出
來
弛
も
の
、
と
言

へ
な
く
な
っ
て
み
る
。
用
語
例
な
ど
に
も
、前
代
咒
詞
の
語
義
.語
法
を
誤

解
し
て
用
ゐ
弛
も
の
が
多
い
樣
で
あ
る
。
宣
命

の
外
、
長
歌
な
ど
で
も
、
人
麻
呂
以
後
、
皆
摸
倣
の
中
か
ら
、
纔
か
に
新
發
想
を
出
さ

う
と
努
め
弛
に
過
ぎ
な
い
。
即
、
叙
事
詩
・抒
情
詩
の
用
語
の
外

に
、
咒
詞
の
要
素
を
、
多
く
と
り
入
れ
て
來

て
る
る
も
の

な
る
こ
と

が
見
ら
れ
る
。

　

咒
詞

の
後
は
、
正
し
く
祝
詞
で
あ
る
か
ら
、
咒
詞
の
持
っ
て
居
た
、

一
つ
の
要
素
な
る
演
劇
分
子
を
も
含
ん
で
み
る
に
違

ひ
な
い
。

唯
今
日
に
お
い
て
、
共
を
見
出
す
事
の
出
来
ぬ
程
、
固
定
し
弛
に
過
ぎ
ぬ
。
民
間
に
於
い
て
は
、
早
く
か
ら
漸
篇
化
し
九
様
子
が
窺

へ

る
。
甓

へ
ば
、
中
世
以
來
の

「
柳
の
下
の
祝
言
」
な
ど
言
ふ
行
事
は
」
今
日
も
諸
地
方

に

「
な
砂
も
の
お
ど
し
」
の
咒
文
と
し
て
殘
っ

て
み
る
。
咒
詞
も
、
奏
詞
も
、
極
端
に
簡
單
に
な
っ
て
み
る
が
、
問
答

の
形
を
、
そ
の
ま
丶
に
残

し
て
み
る
.}
成
熟
を
誓
約
す
る
儀
禮

な
る
こ
と
見
せ
て
み
る
の
だ
。「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
し
「
な
り
ま
す
ノ
丶
」
最
單
純
な
の
は
、
こ
れ
だ
け
だ

が
、
其
に
鋏
.鉈
の
類
を
持
ち

野 。
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幽
し
て
、
切
る
ま
ね
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
詞
も
も
っ
と
長
い
の
も
あ
る
。
と

「も
か
く
、
片
方

は
榊
役
で

あ
る
こ

と
を
忘

れ
て
み
る

が
、
受
け
て
は
や
は
り
、
な
り
物
の
木
の
精
靈
の
つ
も
り
で
あ
る
。
星
野
輝
興
さ
ん
の
採
集
せ
ら
れ
た
所

に
よ
る
と
、
徇

「
か

へ
し
祝

詞
」
を
保
存
し
て
み
る
舊
神
瓧

の
古
儀
が
少
く
な
い
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
税
調
に
對
し
て
發
す
る
受
納
の
奏
詞
で
あ
る
。
そ
れ
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も　　も　　も

も
亦
、
極
端

に
短
く
な
っ
て
み
る
が
、
其
、で
も
、
の
り
と
本
来
の
意
義
の
、
の
り
方
だ
け
の
片
方
言
ぴ
放

し
で
な
か
っ
た
ご
と
を
、
示

し
て
み
る
も
の
と
謂

へ
る
で
あ
ら
う
。

「
掛
合
ひ
」
の
形
に
お
い
て
こ
そ
、
紳
の
語
も
效
果
が
豫
期
出
來

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
尤
、
わ
が
國
信
仰
の
最
古
形
に
お
い
て
、
受

け
方
が
沈
默
1
し
璽
ま
膨i
を
固
守
す
る
時
代
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
北
枕
默
を
破
ら
せ
る
の
が
、
掛
け
方

の
努
力
で
あ
り
、
神
及
び
そ

の
語
の
威
力
の
現
れ
る
所
で
も
あ
っ
た
。
唯
、其
應

へ
が
詞
で
な
く
、
表
象
を
以
て
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
之
を

「
ほ
」
「
う
ら
」

と
言
っ
た
。
そ
の
象
徴
を
以
て
、
意
義
を
判
断
す
る
こ
と
を

「
う
ら
ふ
」
「
う
ら
な
ふ
」
と
言
ふ
。
後
、言
語
を
以
て
.秤

へ
る
・と
考

へ
ら

れ
る
時
代
に
な

っ
て
、其
筈
詞
の
事
を

「
ほ
」
の
意
義
を
解
読
す
る
と
言
ふ
義
か
ら

「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」
と
言

っ
て
み
る
。
即

「
ほ
」

を
示
し
、
同
時
に
言
語
を
以
て
其
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

「
ほ
」
に
效
果
あ
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
が
受
け
方
の
す
る

こ
と
で
あ
る
所
か
ら
、
誓
約

の
形
式
と
し
て
、掛
け
方
を
祝
醸
す
る
を
要
件
と
し
て
み
る
の
で

「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」
は
祝
言
を
述
べ
る

事
に
な
る
の
だ
。

　
か
う
言
ふ
風
に
咒
詞
の
中
に
、
掛
け
合
ひ
の
部
分
即
、
神
及
び
精
靈
の
眞
言
が
、
自
由
に
溝
離
す
る
形
を
生
じ
て
来
る
。
此
が
、
咒

詞
中
、
特
に
神
秘
な
部
分
と
考
べ
ら
れ
た
爲
に
、
咒
詞
全
體
と
等
し
い
效
果
を
持
つ
も
の
乏
思
は
れ
る
樣

に
な
る
の
で
あ

っ
た
。
尠
く

と
も
、'莚

喜
式
祝
詞
に
見
え
る

「
天
つ
貌
詞
」
な
る
も
の
は
、
祝
詞
の
中

に
含
ま
れ
す
、
從

っ
て
今
日
在
せ
な
い
の
で
あ
る
。
其
部
分

　
　
　
　
　
　
　

日…本
文
曲學
の發
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



一　　
　肖

'

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二

だ
け
は
、
秘
密
と
し
て
記
録
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
あ
る
も
の
は
、
略
、
そ
の
形
の
想
像
が
出
來
る
。
咒
詞
及
び
祝
詞
を

誦
す
る
間
に
も
、
演
劇
的
所
作
が
あ
っ
て
、
其
時
に
、
唱

へ
る
科
白
の
様
な
部
分
が
あ

っ
た
訣
で
あ
る
。

　
後
世
の
祝
詞
奏
上
は
、
單
に
朗
讃
す
る
ば
か
傷
で
あ
る
が
、
此
間

に
、
動
作
の
あ

っ
た
痕
は
徇
考

へ
ら
れ
る
。
「
ほ
ぐ
」
「
ほ
か
ふ
」

か
ら
出
た

「
こ
と
ほ
ぎ
」
「
ほ
か
ひ
」
と
言
ふ
語
は
、單
に
祝
言
を
述
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
所
作
を
主
と
し
て
み
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヲ　　コ

あ
っ
た
。
而
も
、
單
な
る
舞
踊
で
は
な
く
、
單
純
な
が
ら
、
紳

・
靈
対
立
の
形
を
基
礎
と
し
た
尾
籠
な
る
問
答
或
は
演
劇
的
動
作
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
o

9

相

聞
　
詞

章

紹

　
日
本
文
學
發
生
論
を
書
く
の
は
、
こ
れ
で
十
度

に
近
い
こ
と
』
思
ふ
。
其
で
、
…幾
分
咄
し
方
を
替

へ
て
見
た
爲

に
、
却
で
要
を
得
な

い
事
に
な
っ
た
と
思
ふ
。
其
點
、
此
ま
で
書
い
た
も
の
ム
御
参
照
を
願
は
す
に
居
ら
れ
な
い
。

　
精
靈
が
、
女
性
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
時
に
は
、
巫
女

の
形
を
生
じ
て
来
る
こ
と
は
述
べ
た
。
日
本
の
信
仰
に
お
い
て
は
、
巫
女
は
尠

く
と
も
、
遠
来
の
異
人
な
る
紳
に
對
し
て
考

へ
た
、
接
待
役

の
地
靈
で
あ

っ
た
。
さ
う
し
て
多
く
の
場
合

、
そ
の
神
を
歓
待
し
て
還
ら

せ
る
役
目
を
持

つ
も
の
と
思
は
れ
て
る
た
。
神
主
は
、
神

ぞ
の
物
の
役
に
當
る
人
格
で
あ
る
が
、
巫
女
憾

、
神
に
仕

へ
る
意
味
に
お
い

て
の
、
神
職

の
最
古

い
形
で
あ
る
。
そ
こ
に
巫
女

の
、
唯

の
神
職
で
な
い
理
由
が
明
ら
か
だ
。

・帥
と
精
靈
と
は
、
常

に
混
同
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
形
式
上
に
は
、
萌

ら
か
に
直
別
を
立
て
ム
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
男
性
の
精
靈
と
し

て
見
ら
れ
る
場
合
は
、
噛多
く

一
度
は
抵
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
て
み
る
が
、
女

性
の
場
合
匸
な
、
除
外
例
も
あ
る
が
、
大
髄
な
ご
や
か
κ

厂 際



　縛附 灘響 冫

曄

.

'

紳
を
接
待
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
る
る
。
唯
、
最
後
的
に
服
従
す
る

「
と
つ
ぎ
]
を
極
端
に
避
け
る
形
が
、
交
献
上
に
澤
山
殘
っ
て
み

る
こ
と
は
、
考

へ
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
。

　
棘
祭
の
儀
禮
が
、
社
倉
上
の
習
俗
化
し
て
も
、
長
く
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
殊
に
結
婚
に
お
い
て
は
、
近
世
に
お
い
て
も
、
.

古

い
俤
を
保
存
し
て
み
た
。
村
の
處
女
の
結
婚
に
は
、
單
式
な

の
と
、
複
式
な
の
と
が
あ
る
。
複
式
な
る
は
、
齋
場
に
お
い
て
、
群
集

の
異
性
r
群
行
禪
と
し
て
の
自
覺
に
お
い
て
、
祭
時

に
其
村
の
男
性
が
來
臨
す
る
形
1
に
向
ふ
も
の
、
單
式
は
、
其
巫
女
た
る
魔
女
の

家

々
に
、
個

々
に
訪
問
す
る
棘

々
1
な
る
男
1

に
逢
ひ
叉
逢
は
ぬ
形
で
待
遇
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
處
に
は
主
と
し

て
、
神
婚
の
第

一

形
式
と
し
て
、
複
式
の
物
か
ら
述

べ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
イ
チ
二
八

　
通
例
う
た
が
き

(歌
垣
)
或
は
方
言
的
に
か
穿
ひ

(
燿
歌
會
)
を
づ
め
な
ど
稱
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
市
場
-
齋
場
一
に
集
っ
て
、神
・

巫
女
對
立
し
て
、
歌
の
掛
合
ひ
す
る
こ
と
を
條
件
と
す
る
。
多
く
混
婚
儀
禮
の
義
と
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
實
は
、
語
原
は
如
何
と
も
あ

れ
、
歌

の
掛
け
合
ひ
を
意
味
の
中
心
と
す
る
も
の
に
相
違
な

い
。

　
こ
ム
に
豫
め
、
読
か
ね
ば
な
ら
ぬ

一
つ
は
、
戀
愛
を
意
味
す
る
こ
ひ
な
る
語
で
あ
る
。

・こ
ひ
は
魂
乞
ぴ
の
義
で
あ
り
、
而
も
そ
の
乞
ひ
自
體
が
、
相
手
の
合
意
を
張
ひ
て
、
そ
の
所
有
す
る
魂
を
迎

へ
よ
う
と
す
る
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ　　
　
ワ
タ　
　
　　
　
　　　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
ヒ　レ

ら
し

い
。

宝
剣
を
受
領
す
る
時
の
動

作
に
、「
乞
ひ
度
す
」
と
謂
っ
た
用
語
例
も
あ
る
。

領
巾

・
袖
を
ふ
る
の
も
、

靈
ご
ひ
の
爲
で
あ

る
。
叉
、
假
死
者
の
魂
を
山
深
く
覚
め
行
く
の
も
、
こ
ひ
で
あ
る
。
魂
を
迎

へ
る
こ
と
が
こ
ひ
で
あ
り
、
其
次
第
に
分
化
し
て
、
男
女

の
聞
に
限
ら
れ
た

の
が
戀
ひ
で
あ
る
と
考

へ
て
る
る
。
う
た
が
き
の
形
式
と
し
て
の
魂
ご
ひ
の
歌
が
、「
戀

ひ
歌
」
で
あ
り
、
-
同
時
に
、

相
聞
歌
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　

・　
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二
四

　
レ
ゼ
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　

か

き

は

か
け

と
文

法

上

の
形

と
し

て
區

分

あ

る
様

に
見

え

る

が

、

實

は

さ
し

て
辨

別

の
な

い
時

代

の
形

で
あ

ら
う

。

賭

け

の
か

け

、

　
カ
ケ
マ
ク
モ
　
　
　
　
　
　
　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ケ
ヒ

「掛
巻
毛
」
な
ど

の
か
く
で
あ
る
。「
か
く
」
「
か
け
」
は
、
誓
占
の

一
種
で
、
紳
の
判
断
に
任
せ
る
所
の
問
題
を
、兩
者
の
聞
に
横

へ
る

一
心
に
念
じ
、
ロ
に
出
し
て
誓
ふ
一
事
で
あ
る
Q
禪
自
身
か
ら
與

へ
ら
れ
た
問
題
を
解
く
か
、解
か
ぬ
か
に
よ
っ
て
、神
の
成
敗
に
從
ふ

と
言
ふ
の
だ
。
歌

の
含
む
問
題
を
解
決
す
る
事
の
出
來
な
か

っ
た
場
合
は
、屈
服
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
爭
ぴ
で
あ
る
。古
代
の
結
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め　　う

は
、
鬪
爭
を
條
件
に
し
て
み
た
。「
つ
ま
ど
ひ
」
の
形
に
見
え
る
か
け
が
、歌
で
以
て
せ
ら
れ
る
と
言
ふ
の
が

、歌
垣
の
古
意
で
あ
ら
う
。
、

短

歌

.

丶

電

.
村
の
男
が
神
で
あ
り
、
村

の
娘
の
巫
女
で
あ
る
儀
禮
上
の
資
格
も
、後
代
は
忘
れ
ら
れ
て
、徇
そ
の
風
俗
は
続
い
て
み
る
。
單
な
る
祭

り

の
式
と
し
て
、
村
の
男
女
の
咒
詞
贈
答
が
行
は
れ
た
◎
古
く
は
恐
ら
く
、
咒
詞

の
應
酬
だ

つ
た
の
だ
ら
う
が
、
歌
が
眞
言
と
な
る
世

に
到

っ
て
、
次
第
に
歌

の
中
に
も
、
短
歌

の
形
が
選
ば
れ
た
の
だ
。
徇
古
く
は
、
片
哥

・
旋
頭
歌
を
以
て
し
た
時
代
が
考

へ
ら
れ
る
。

地
方
的

に
も
、
其
形
式
に
、
色

々
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
最
新
し

い
形
式
の
i

此
に
つ
い
て
は
、
別
に
述

べ
る
機
會
が
あ
る
だ
ら
う

一
1
短
歌
が
、
有
勢

に
な
っ
て
來
た
Q
そ
の
爲
、世
間
に
短
歌
が
、
歌
の
標
準
様
式
と
謂

っ
た
姿
を
示
し
て
行

っ
た
も
の
と
言

へ
よ
う
。

歌
垣
の
事
ば
か
り
で
な
く
、
既
に
す
べ
て
を
言
ふ
べ
き
餘
裕
を
失
ケ
た
。
私
は
こ
玉
に
、

一
回
に
か
た
づ
け
ね
ば
す
ま
な
く
な

っ
た

こ

と
を
、
許
し
て
い
た
穿
く
。

　
敍
事
詩
の
中
の
抒
情
詩
は
、
其
が
掛
合
ひ
の
形
に
置
か
れ
て
も
、徇
猥
語
の
気
分
以
上
に
出
な
か

っ
た
。
帥
抒
情
的
敍
事
詩
な
の
だ
。

其
が

一
轉
し
て
、
た
と
び
や
は
の
、
叙
事
的
情
調
を
亡
く
せ
な
い
ま
で
も
、
抒
情
的

に
な

っ
た
叙
事
的
抒
情
詩
と
し
て
、
對
話
的
問
答



ノ

式
の
意
義
が
深
め
ら
れ
て
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

セド
ウ
カ

　
其
が
片
哥
問
答
か
ら
、
二

つ
に
岐
れ
て
、
旋
頭
歌
式
と
短
歌
式
と
に
な

っ
て
行

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
、
最
後
は
、
短

歌

の
形
に
落
ち

つ
い
た
と
言
は
れ
る
。
こ
ム
に
抒
情
詩
と
し
て
の
内
容
の
扱
ひ
方
郎
、
發
想
法

に
お
け
る
抒
情
技
術
も
現
れ
て
来
た
訣

で
あ
る
。

　
日
本
文
學
の
發
生
は
、
假
り
に
ご
玉
に
、
と
ち
め
を
作
る
こ
と
が
出
來

る
。
類
型
的
で
あ
っ
て
も
、
稍
個
性
的
な
事
情
と
、
環
境
と

を
條
件
と
し
た
表
現
法
が
、
發
明
せ
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
其
時
代
は
何
時
か
と
言
ふ
に
、
我
々
が
普
通
、
日
本
有
史

時
代
と
考

へ
て
る
る
大
倭
宮
廷
の
發
祚
時
よ
り
も
、
或
は
も

っ
と
古
く
考

へ
て
、
世
間
で
は
、
既
に
純
文
學

の
現
れ
た
事
を
豫
期
し
勝

ち
な
時
代

に
お
い
て
す
ら
、
倚
徐
々
と
、
文
學
及
び
文
學
的
な
も
の
に
向

っ
て
行
っ
て
居
た
、
と
言
は
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
其

だ
け
地
方

々
々
に
よ
っ
て
、
事
情
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
大
倭
宮
廷
の
歴
史
を

中
心
に
し
て
考

へ
て
も
、
我

々
は
、
奈
良
朝
以
前
を

一
括

し
て
、
發
生
時
代
と
見
て
も
よ
い
と
思
ふ
。

日
本
文
學
の
發
生

ニ
ヨ
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