
通
わ
せ
た
る
如
き
」
竣
貝
、
春
雲
の
匂
い
た
つ
肌
の
色
を
、
「
文
姫
、
小
櫻
」

い
ず
れ
の
「
上
璃
」
に
写
し
か
え
る
に
も
、
天
香
一
人
の
力
で
は
語
り
得
な

い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
し
て
、
い
わ
ん
や
、
郷
笛
（
横
笛
）
諮
笛
（
縦
笛
）
玄
琴
（
胡
弓
で
あ

っ
て
、
伽
椰
琴
で
は
な
い
）
の
切
々
た
る
響
き
の
訴
え
る
と
こ
ろ
を
解
す
る

に
お
い
て
お
や
。

引
籠
中
と
は
い
え
、
硬
軟
両
記
事
に
通
達
し
た
主
筆
で
さ
え
、
投
げ
出
す

翻
案
小
説
を
、
当
時
の
読
者
大
方
が
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
筈
も
な
く
、
後
篇

に
「
引
続
き
書
く
こ
と
あ
る
べ
L
L
の
お
断
り
は
、
紙
面
上
で
は
反
古
（
ほ

ど
）
に
な
っ
た
が
。
『
夢
幻
』
前
編
に
引
き
続
き
『
続
胡
砂
』
の
掲
載
に
よ

っ
て
、
朝
日
小
説
欄
側
と
し
て
は
、
約
を
果
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
更
に

続
い
て
『
後
篇
』
の
連
載
は
す
で
に
『
続
胡
砂
』
執
筆
中
に
書
き
た
め
ら
れ

た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
。

以
上
、
誠
に
懇
意
的
に
『
夢
幻
』
作
者
の
『
文
体
」
を
あ
げ
つ
ら
い
、
私

見
を
述
べ
だ
て
、
「
比
較
文
学
の
方
法
」
を
学
問
的
に
ゆ
が
め
た
そ
し
り
は

免
か
れ
な
い
が
。
「
『
胡
砂
吹
く
風
』
考
H
L
に
よ
っ
て
、
桃
水
痴
史
作
に
於

二
四

げ
ろ
、
具
体
例
を
駆
使
し
、
こ
の
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

一
九
八
四
、
九
月
末
　
潤
　
　
筆

本
稿
は
和
田
繁
二
郎
博
士
古
稀
記
念
「
伝
統
と
現
代
」
所
載
、
拙
稿
「
桃

水
痴
史
作
『
朝
鮮
小
説
胡
砂
吹
く
風
孝
幸
に
続
く
「
半
井
桃
水
研
究
H
L
に

当
る
も
の
で
あ
る
。

注
①
　
明
2
7
年
9
月
よ
り
、
前
篇
2
5
回
、
東
京
朝
日
連
載
。
後
篇
は
明
2
8

年
よ
り
、
2
8
回
仝
右
。

②
　
水
戸
清
平
著
、
「
知
ら
れ
ざ
る
文
学
」
（
昭
3
5
・
l
…
　
水
戸
市
川
又

書
店
刊
）

③
　
柳
田
泉
薯

秋
社
刊
）

④
　
青
柳
南
冥

⑤
　
半
井
御
着
、

「
明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
」
　
（
昭
3
6
年
9
月
、
春

（
綱
太
郎
）
訳
、
（
大
3
、
朝
鮮
文
学
研
究
会
刊
）

「
伝
教
大
師
」
（
大
1
0
・
2
、
滋
賀
県
阪
本
比
叡
山
延

暦
寺
、
伝
教
大
師
千
百
年
御
遠
忌
事
務
局
発
行
）

⑥
　
祖
父
半
井
文
中
は
典
医
な
が
ら
、
お
馬
廻
り
役
格
八
十
石
取
り
。

⑦
　
水
戸
清
平
薯
、
「
知
ら
れ
ざ
る
文
学
」
所
収
、
「
夢
幻
」
考

（
つ
か
だ
・
み
つ
え
　
京
都
女
子
大
学
名
誉
教
授
）

『
是
楽
物
語
』
　
の
構
造

「
か
な
草
子
」
は
、
文
芸
史
上
で
ま
だ
確
固
と
し
た
独
自
の
位
置
を
し
め

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
か
な
草
子
」
は
た
ん
に
「
浮
世
草
子
」

へ
の
過
渡
的
文
芸
で
も
な
け
れ
ば
、
中
世
小
説
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
な
草
子
」
を
発
達
史
観
的
に
、
現
代
か
ら
遡
行
し

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
「
か
な
草
子
」
の
成
立
や
構
造
を
論
じ
る

場
合
に
も
、
そ
の
主
体
概
念
や
方
法
概
念
を
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と

が
課
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
『
竹
煮
』
も
、
作
者
の
長
編
的
意
図
に
関
わ
ら

ず
、
あ
ま
り
に
「
多
く
の
部
分
で
分
断
さ
れ
、
物
語
と
し
て
の
統
一
性
」
を

欠
い
て
い
た
し
、
「
緊
密
性
の
乏
し
い
構
成
」
と
「
遊
離
性
」
と
を
も
っ
て

い
た
。
こ
の
爽
雑
性
・
複
合
性
は
『
竹
斎
』
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
「
か
な

草
子
」
も
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
「
か
な

草
子
」
の
主
体
概
念
の
未
熟
さ
や
創
作
方
法
の
拙
劣
さ
を
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
逆
に
言
う
な
ら
、
そ
こ
に
「
か
な
草
子
」
の
特
色
の
一
つ
が
あ
る
。

『
是
楽
物
語
』
の
構
造

前

　

　

芝

　

　

憲

　

一

『
是
楽
物
語
』
も
ま
た
こ
の
例
外
で
は
な
い
。

『
是
楽
物
語
』
は
上
中
下
の
三
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
構
成
も
、
そ

の
ま
ま
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

0
　
「
友
名
」
「
是
楽
」
主
従
の
設
定
。
「
友
名
」
の
恋
愛
講
の
発
端
と
名

所
め
ぐ
り
。

⇔
　
有
馬
で
の
「
定
業
」
の
長
語
り
。

⇔
　
「
友
名
」
「
き
き
」
の
恋
愛
藷
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
だ
け
を
見
る
な
ら
、
野
田
寿
雄
氏

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
雑
然
と
い
う
感
を
免
れ
な
い
」
も
の
で
、
「
近

世
初
頭
の
小
説
形
態
の
混
乱
ぶ
り
を
象
徴
」
し
て
い
る
。
そ
の
「
雑
然
」

「
混
乱
ぶ
り
」
の
典
型
が
中
巻
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
有
馬
の
「
名
所
旧

跡
」
は
、
は
じ
め
か
ら
「
鞍
が
た
き
　
「
な
ど
た
つ
ね
し
も
、
の
ち
に
は
し

や
う
事
な
く
で
」
と
捨
象
き
れ
、
「
あ
ひ
物
が
た
り
」
の
つ
い
で
に
出
さ
れ

た
「
撥
山
の
温
泉
」
の
故
事
を
連
想
の
媒
介
と
し
て
、
「
聞
ゐ
る
人
、
と
て

も
の
次
に
、
か
の
楊
貴
妃
馬
鬼
と
や
ら
ん
に
て
露
と
さ
え
給
ひ
し
昔
の
秋
、

は
し
め
よ
り
か
た
り
給
へ
と
い
へ
は
、
是
楽
長
く
し
く
も
か
た
り
た
り
」

二
五
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と
「
楊
貴
妃
」
物
語
が
ま
ず
冗
長
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
「
き

く
人
、
、
、
な
世
の
一
浩
一
乱
の
埋
り
を
聞
て
、
猶
一
の
う
ら
は
六
な
り
と
つ
ぶ

や
く
に
、
あ
る
人
云
出
得
る
は
、
世
話
に
、
長
者
二
代
な
し
」
　
（
以
下
傍
点

筆
者
）
、
「
こ
ゝ
に
、
そ
れ
と
は
い
さ
ゝ
か
心
は
ら
が
ひ
侍
れ
共
、
大
か
た
。

似
よ
っ
た
る
事
あ
り
」
と
何
の
脈
絡
も
な
く
、
ま
た
か
な
り
強
引
に
「
陶
朱

公
」
の
故
事
に
転
換
さ
れ
る
。

中
巻
で
の
こ
の
二
つ
の
故
事
来
歴
は
、
「
友
名
」
の
恋
愛
轟
と
い
う
ス
ト

ー
リ
ー
か
ら
見
る
と
、
ま
っ
た
く
遊
離
し
て
お
り
、
中
巻
が
消
失
し
て
も
、

『
是
楽
物
語
』
は
成
立
す
る
。
中
巻
だ
け
に
日
録
が
欠
丁
し
て
い
る
の
も
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
二
つ
の
唯
が
「
下
巻
に
お
け
る

展
開
の
伏
線
と
し
て
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
」
と
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
る

が
、
そ
の
こ
と
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

中
巻
は
、
『
是
楽
物
語
』
に
と
っ
て
は
、
そ
の
成
立
と
も
関
わ
る
重
み
を
そ

れ
と
し
て
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
故
事
来
歴
が
、
そ

れ
ぞ
れ
菊
池
真
一
氏
も
考
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
長
恨
歌
抄
』
や
『
史
記
評

益
の
丸
ど
り
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
か
の
楊
貴
妃
」
の
唖
が
、
「
と

て
も
の
次
」
に
「
ほ
し
め
よ
り
か
た
り
給
へ
」
と
い
う
「
聞
ゐ
る
人
」
の
要

請
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
然
的
に
、
「
抑
い
く
さ
の
大
事

か
、
大
将
の
心
と
軍
兵
の
心
同
し
き
と
お
な
じ
か
ら
ざ
る
に
、
か
ら
ま
け
ば

ぁ
り
と
か
や
」
や
、
「
抑
此
寛
裳
羽
衣
の
曲
と
中
ハ
、
（
中
略
）
後
に
楊
貴
妃

に
を
し
へ
給
ふ
と
か
や
」
と
、
講
釈
の
ス
タ
イ
ル
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
「
陶
朱
公
」
　
の
唯
で
も
、
こ
れ
が
「
ま
た
永
ぐ
・
敷
物
が
た
り
な
が

ら
、
お
の
〈
も
は
な
し
す
さ
に
て
候
へ
は
、
か
た
り
申
侍
ら
ん
」
と
、
聞

二
六

き
手
（
読
者
層
）
に
依
拠
し
て
い
る
点
を
見
お
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

れ
ら
の
述
懐
が
、
作
者
の
自
己
弁
護
、
あ
る
い
は
讃
晦
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
と

し
て
も
、
当
時
の
一
つ
の
文
芸
享
受
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
見
て
き
し

つ
か
え
な
い
。

二

葉
楽
物
語
』
で
の
故
事
来
歴
は
、
中
巻
だ
け
で
は
な
く
、
上
巻
に
も
頻

出
す
る
。
た
だ
上
巻
で
は
、
こ
れ
が
名
所
め
ぐ
り
と
複
合
し
、
寺
社
の
「
縁

起
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
語
り
手
が
、
「
あ
た
り
の
人
」

（
「
日
や
、
、
、
の
地
蔵
」
）
で
あ
っ
た
り
、
「
木
か
げ
を
き
よ
め
侍
る
」
　
「
よ
し
あ

り
け
る
お
き
な
」
（
「
地
主
権
現
」
）
や
作
者
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
「
是
楽
」

が
後
退
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
東
海
道
名
所
記
』
で
は
、

い
と
お
し
き
子
に
は
、
旅
を
さ
ぜ
ま
と
い
ふ
事
あ
り
。
萬
事
思
ひ
知

る
も
の
は
、
旅
に
ま
さ
る
事
な
し
。
郡
の
永
路
を
行
過
（
ぐ
）
る
に
は
、

物
う
き
事
：
つ
れ
し
き
事
、
腹
の
立
つ
事
、
お
も
し
ろ
き
事
、
あ
は
れ

な
る
事
、
お
そ
ろ
し
き
事
、
あ
ぶ
な
き
事
、
を
か
し
き
事
、
と
り
ど
り

さ
ま
ざ
ま
也
。

と
旅
の
効
用
を
説
き
、
「
楽
阿
弥
」
を
軸
に
「
縁
起
」
や
在
地
の
伝
承
な
ど

を
集
積
し
た
が
、
『
是
楽
物
語
』
で
の
「
湯
の
山
く
た
り
」
は
、
「
ま
づ
一

っ
は
陰
気
ば
ら
し
た
め
。
な
ぐ
さ
め
が
て
ら
。
有
間
へ
御
湯
治
あ
る
べ
し
。

道
す
が
ら
も
、
お
か
し
き
事
あ
ま
た
あ
り
」
と
い
う
「
是
楽
」
の
発
想
に
よ

っ
て
い
る
。
こ
の
名
所
め
ぐ
り
が
、
『
竹
斎
』
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
の
方
法
が
「
主
従
狂
歌
」
を
軸
に
し
て
い
る
こ
と
や
、
「
誓
願
寺
」

で
の
「
む
か
し
道
外
た
る
人
の
口
ず
さ
ミ
に
西
方
へ
白
く
に
か
よ
ふ
と
聞
か

ら
は
今
日
も
仏
や
御
留
す
な
る
ら
ん
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
と

き
『
定
業
物
語
』
の
周
辺
に
は
、
『
洛
陽
名
所
集
』
や
『
京
童
』
を
は
じ
め

と
す
る
名
所
地
誌
が
存
在
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
是
楽
物
語
』
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
早
く
水
谷
不
倒

氏
が
、
「
京
童
の
画
系
」
と
し
て
、
「
仮
名
草
子
で
は
、
明
麿
か
ら
万
治
の

間
に
刊
行
さ
れ
た
『
是
楽
物
語
』
　
『
保
昌
物
語
』
（
中
略
）
な
ど
、
同
系
統
に

⑨

属
す
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
画
風
が
近
似
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
「
清
水
寺
」
（
図
1
・
2
）
　
「
大
仏
」
　
（
図
3

．
4
）
な
ど
、
ほ
ぼ
同
様
の
構
図
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
是
楽
物
語
』

『
是
楽
物
語
』
の
構
造
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と
『
京
童
』
と
の
間
に
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
『
是
楽
物
語
』
の
名
所
め
ぐ
り
を
考
え
る
と
き
、

『
京
童
』
の
序
が
ひ
と
つ
の
意
味
を
示
す
。

仁
和
寺
の
法
師
の
ひ
と
り
岩
清
水
に
ま
う
で
つ
る
事
の
あ
や
し
く
、

今
少
年
の
さ
か
し
き
に
あ
な
い
さ
せ
て
、
九
重
の
外
ま
で
見
め
ぐ
り
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

　

1

　

　

　

1

　

1

　

1

　

1

　

、

、

、

、

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

風
聞
の
め
で
た
さ
っ
く
り
、
神
社
仏
閣
の
か
た
ち
を
ゑ
が
さ
、
来
歴
を

し
ろ
し
て
よ
と
い
へ
ば
、
杜
撰
の
こ
と
な
り
と
い
な
び
な
が
ら
、
（
中

略
）
詞
の
花
を
か
ざ
ら
ず
、
そ
の
根
を
求
ん
、
所
々
ま
い
り
て
と
う
下

向
め
さ
れ
、
と
が
を
ば
い
ち
や
が
お
ば
ん
と
だ
は
ぶ
れ
て
、
筆
を
は
し

ら
し
む
る
。

こ
こ
に
『
是
楽
物
語
』
の
作
者
の
意
図
の
一
つ
が
読
み
と
れ
る
し
、
『
是

二
八

楽
物
語
』
が
、
「
神
社
仏
閣
」
の
「
来
歴
」
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
も
納
得

が
い
く
。
た
だ
『
是
楽
物
語
』
に
は
、
「
詞
の
花
を
か
ざ
ら
ず
」
と
い
っ
た

姿
勢
が
な
く
、
そ
れ
が
物
語
と
し
て
の
成
立
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

『
是
楽
物
語
』
　
上
巻
で
は
、
目
録
ど
お
り
「
さ
を
ん
お
た
び
所
」
　
か
ら

「
ふ
し
、
、
、
」
ま
で
の
名
所
が
詳
述
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
の
作
者
の
意
図

は
、
次
の
よ
う
に
逆
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

四
条
を
ひ
が
し
へ
ゆ
げ
は
、
京
極
に
あ
た
り
て
、
牛
頭
天
皇
の
御
旅

所
の
富
居
あ
り
、
友
名
邑
こ
ゝ
に
て
下
乗
し
て
、
つ
ゝ
し
ん
で
お
が
ま

れ
げ
ろ
、
其
め
て
の
か
た
に
あ
た
り
、
古
た
る
は
こ
ら
有
、
所
の
人
冠

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
1
　
、
　
　
　
↓
　
1
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

若
殿
と
ぞ
申
げ
ろ
、
い
ま
だ
、
其
縁
起
は
き
ゝ
は
ん
べ
ら
ね
と
、
是
楽

一
し
ゆ
と
り
あ
へ
ず

き
く
な
ら
く
太
郎
冠
者
ど
の
ゝ
、
、
、
や
な
ら
は
供
す
る
我
を
わ
き
て
ま

も
れ
よ

こ
の
「
古
た
る
は
こ
ら
」
に
つ
い
て
は
、
「
縁
起
」
は
捨
象
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
以
降
「
是
楽
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
で
「
縁
起
」
を
尋
ね
、
と

き
に
は
そ
れ
を
語
り
、
名
所
め
ぐ
り
と
狂
歌
と
を
交
錯
さ
せ
て
い
く
。
「
縁

起
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
い
づ
、
、
、
し
き
ぷ
の
し
る
し
の
石
」
　
「
誓

願
寺
」
　
「
目
や
、
、
、
の
地
蔵
」
　
「
地
主
権
現
」
　
「
耳
づ
か
」
　
「
東
福
寺
」
　
「
い

な
り
の
明
神
」
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
耳
づ
か
」
か
ら
「
東
福
寺
」
へ
の

通
行
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

大
仏
の
こ
な
た
に
、
大
な
る
つ
か
有
。

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
↓
　
1
　
、
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

此
い
は
れ
を
聞
侍
れ
バ
、
昔
大
坂
の
御
代
の
と
き
、
散
大
閣
長
鮮
園

を
御
せ
め
有
し
と
き
、
諸
国
の
軍
勢
も
発
向
し
て
、
か
の
園
に
て
、
思

ひ
く
に
分
捕
高
名
せ
し
を
、
其
し
る
し
に
、
く
び
は
長
せ
ん
に
す
て

を
き
、
耳
鼻
を
切
て
販
朝
し
て
、
此
所
に
つ
か
に
つ
き
侍
る
と
か
や
い

へ
り
、
（
中
略
）
念
仏
の
次
に

び
く
の
う
す
き
人
や
か
く
な
る
耳
づ
か
の
む
か
し
の
秋
を
き
く
ぞ
か

な
し
き

猶
大
仏
に
ま
い
り
て
、
（
中
略
）
抑
此
大
仏
の
再
興
は
、
事
あ
た
ら
し

き
事
な
が
ら
、
故
ひ
で
よ
り
公
の
御
い
と
な
ミ
に
て
、
一
天
下
の
三
年

の
も
の
な
り
を
、
此
堂
の
建
立
に
つ
く
し
給
ふ
と
か
や
、
（
中
略
）
誠
に

三
国
一
の
伽
藍
也
と
い
び
侍
れ
バ
、
定
業

す
く
ひ
給
へ
三
国
一
の
釈
迦
な
ら
ば
わ
れ
も
に
あ
い
に
人
の
花
む
こ

（
中
略
）
そ
れ
よ
り
舟
三
間
を
お
が
ミ
、
か
は
ら
屋
町
よ
り
本
海
道
に

出
、
一
二
の
は
し
を
打
わ
た
れ
ば
、
即
東
福
寺
の
門
前
な
り
。

こ
の
あ
と
「
東
福
寺
」
で
は
、
「
縁
起
」
の
ほ
か
に
、
「
虎
関
」
の
「
い

ま
だ
若
僧
に
て
お
は
し
ま
す
と
き
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
き
き
の
「
大
仏
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
京
も
い
な
か
も
を
し
な
べ
て
、

大
仏
の
物
が
た
り
と
だ
に
い
へ
バ
、
大
き
事
を
い
ぼ
ぬ
が
そ
ん
な
り
と
思
ひ

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
　
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

て
、
た
れ
も
つ
も
り
も
な
き
事
を
い
ふ
事
、
近
年
は
や
り
た
り
、
此
中
も
あ

る
人
此
所
に
て
」
と
「
大
仏
」
の
「
耳
か
き
」
の
蛸
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
次
の
『
醒
睡
笑
』
　
の
唖
を
典
拠
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

昔
話
に
、
女
院
へ
あ
る
時
大
き
な
る
杓
子
を
あ
げ
げ
ろ
こ
と
あ
り

し
。
御
覧
じ
始
め
な
れ
ば
、
な
に
と
も
御
知
り
な
く
て
、
左
右
へ
御
尋

ね
あ
れ
ど
も
、
お
な
じ
く
「
存
ぜ
ず
」
と
申
さ
る
る
。
「
さ
ら
ば
下
種

『
是
楽
物
語
』
の
構
造

に
問
へ
」
と
お
は
せ
あ
る
時
、
お
は
し
た
に
右
の
む
ね
を
尋
ね
ら
る
。

聞
く
者
を
か
し
が
り
て
、
「
名
を
存
じ
た
る
者
な
し
」
と
申
せ
ば
、
女

院
の
お
は
せ
あ
る
や
う
、
「
わ
れ
は
こ
れ
を
推
し
た
。
鬼
の
耳
掻
き
で

あ
ら
う
ず
」
と
。

時
頼
禅
門

思
ふ
べ
し
人
は
す
り
こ
ぎ
身
は
杓
子
思
ひ
あ
は
ぬ
は
わ
れ
ゆ
が
む
な

り
。
（
「
糀
心
」
巻
之
五
の
三
）

こ
の
笑
話
の
挿
入
を
可
能
に
し
た
の
は
、
「
三
代
相
伝
の
く
せ
も
の
」
や

「
す
り
き
り
」
と
し
て
の
「
是
楽
」
の
設
定
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま

た
こ
の
こ
と
が
、
『
是
楽
物
語
』
が
た
だ
の
地
誌
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
こ

と
の
一
つ
の
例
証
に
な
る
。

こ
の
名
所
め
ぐ
り
で
の
「
縁
起
」
の
典
型
は
、
「
地
主
権
現
」
で
あ
る
。

「
是
楽
」
が
「
木
か
げ
を
き
よ
め
侍
る
」
　
「
よ
し
あ
り
げ
ろ
お
き
な
」
に
、

「
此
権
現
の
本
地
」
や
、
「
此
観
世
音
の
由
来
」
を
尋
ね
、
そ
れ
に
対
し
、

「
お
き
な
」
が
、
「
抑
当
寺
と
申
奉
る
ハ
、
む
か
し
宝
亀
九
年
四
月
の
比
か

と
よ
」
と
、
長
々
と
語
っ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、

「
猶
有
が
た
く
思
ひ
し
ハ
、
ふ
し
ミ
の
里
に
、
年
久
し
う
此
清
水
寺
に
月
参

り
せ
る
も
の
有
、
時
も
こ
そ
あ
れ
五
月
十
八
日
午
の
日
の
事
な
る
に
」
と
、

「
念
彼
観
念
の
利
益
藷
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
が
意
図
し
た
も
の
は
、
「
由
来
」
に
傾
斜
し

な
が
ら
も
、
た
ん
な
る
　
「
昔
語
り
」
の
再
録
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ら
は
、
こ
の
作
者
の
も
っ
た
現
実
感
覚
の
現
わ
れ
と
み
て
も
よ
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
『
是
楽
物
語
』
　
の
名
所
め
ぐ
り
が
、
『
竹
斎
』
や
そ

二
九



の
他
の
地
誌
の
模
倣
だ
け
で
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
そ
の
創
作
手

法
の
冗
長
・
破
調
だ
け
か
ら
二
刀
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

三

「
是
楽
」
の
役
割
は
、
い
わ
ば
「
語
り
部
」
に
徹
底
し
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
「
是
楽
」
は
、
作
者
の
衛
学
性
と
も
等
身
大
で
あ
る
。
「
友
名
」

が
夢
で
見
た
「
二
八
ば
か
り
な
る
す
が
だ
」
の
「
や
さ
し
く
に
は
ひ
あ
て
や

か
な
る
」
女
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
「
や
ま
ひ
の
む
し
ろ
」
に
つ
い
た
と
き
も
、

「
是
楽
」
は
、
「
一
も
ん
の
座
に
か
し
こ
ま
り
。
此
度
の
だ
ん
な
の
わ
づ
ら

ひ
。
其
養
生
道
理
に
あ
た
り
侍
ら
ね
バ
、
験
気
な
き
こ
そ
勿
論
な
れ
。
推
参

な
が
ら
、
其
要
を
申
き
ん
」
と
、
「
医
者
の
道
」
を
説
く
。
ま
た
、
こ
の
あ

と
「
友
名
」
が
、
「
か
の
ゆ
め
と
も
わ
か
ず
：
つ
つ
ゝ
と
も
覚
え
給
ぬ
、
よ

し
な
し
事
」
を
語
っ
た
と
き
も
、
「
是
楽
」
は
す
か
さ
ず
、
「
こ
れ
は
こ
れ
、

た
は
れ
た
る
た
め
し
に
、
引
べ
き
事
に
し
ハ
あ
ら
ね
ど
も
、
む
か
し
殿
の
代

に
、
高
宗
と
い
ひ
し
豊
玉
あ
り
」
と
講
釈
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
「
も
と
よ

り
、
す
き
も
の
ゝ
事
な
れ
ば
二
一
一
口
葉
に
花
を
さ
か
せ
け
れ
ば
」
と
述
懐
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
「
是
楽
」
の
本
質
を
言
い
あ
て
て
い
る
。
「
言
葉
に
花
を
咲

か
す
」
と
は
、
『
他
我
身
の
上
』
の
「
世
話
に
、
論
語
よ
み
の
論
語
よ
ま
ず

と
い
ふ
事
を
い
び
な
ら
は
せ
り
（
中
略
）
我
淫
乱
な
る
事
を
も
、
是
即
天
地

和
合
の
道
理
、
人
倫
の
根
本
な
ど
、
言
葉
に
花
を
さ
か
せ
て
云
ぬ
く
れ
は
」

（
第
一
の
七
）
な
ど
と
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
が
、
原
義
は
、
『
太
平

記
』
の
「
大
衆
の
立
て
つ
る
処
の
不
審
、
一
々
に
言
葉
に
花
を
さ
か
せ
、
理

三
〇

に
玉
を
連
ね
て
答
へ
げ
る
」
（
第
十
七
「
山
門
政
事
付
目
吉
神
託
事
」
）
で
の

「
雄
弁
」
に
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
是
楽
」
の
ペ
ダ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
言
辞
を
、
作
者
の
啓
蒙
の
意
識
だ
け
に
一
方
的
に
断
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
き
き
の
中
巻
で
の
「
楊
貴
姑
」
物
語
も
、
「
聞
ゐ
る
人
」

の
要
請
に
こ
た
え
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
「
陶
朱
公
」
の
故
事
も
、
「
お
の

〈
も
は
な
し
ず
き
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
読
者
と

の
交
感
を
不
問
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

故
事
・
由
来
へ
の
斜
煩
は
、
整
版
本
出
現
の
寛
永
期
以
降
い
っ
そ
う
顕
著

に
な
る
。
野
田
氏
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
、
『
塵
滴
問
答
』
を
例
に
と
り
、

天
文
二
十
四
年
写
本
と
正
保
二
年
版
と
を
比
較
し
、
そ
の
「
大
き
な
異
同
」

「
大
幅
の
増
補
部
分
」
と
い
う
の
が
、
「
俗
受
け
を
ね
ら
っ
た
由
来
物
語
に

な
」
り
、
そ
れ
は
、
「
こ
の
当
時
の
啓
蒙
的
な
実
用
主
義
の
風
潮
に
乗
ろ
う

と
し
だ
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
た
し
か

に
お
び
た
だ
し
い
実
用
・
啓
蒙
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
寛

文
十
年
刊
書
籍
目
録
』
に
よ
っ
て
も
、
「
盤
上
書
」
　
「
茶
湯
書
」
　
「
糀
方
附

料
理
書
」
な
ど
の
実
用
書
の
ほ
か
、
「
物
の
初
り
を
記
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

『
枯
杭
集
』
や
『
由
来
物
語
』
な
ど
、
物
の
由
来
を
説
く
書
が
目
に
つ
く
。

こ
れ
ら
諸
本
の
意
図
は
、
『
由
来
物
語
』
の
祓
文
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

誠
に
か
ら
の
や
ま
と
の
其
書
を
見
る
に
、
ふ
く
る
ま
の
ふ
ミ
の
か
ず

、

　

、

　

、

　

、

　

、
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ヽ

　

、

　

、

　

ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

〈
あ
め
る
中
に
、
あ
る
ひ
は
其
こ
ゝ
ろ
か
た
く
、
き
ぶ
き
文
字
に
て
、

、

、

、

、

、

、

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1
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↓
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ヽ

　

ヽ

童
女
の
う
れ
い
お
ゝ
か
ら
ん
こ
と
を
お
も
ひ
あ
わ
し
、
あ
れ
こ
れ
か
い

あ
つ
め
口
に
出
侍
る
に
ま
か
せ
、
そ
こ
は
か
と
な
く
か
き
つ
く
れ
ば
、

あ
や
し
う
こ
そ
も
の
く
る
は
し
き
て
い
に
な
ん
あ
め
る
。

啓
蒙
教
訓
の
姿
勢
を
露
骨
に
し
な
が
ら
も
、
由
来
だ
け
を
編
集
・
再
録
す

る
の
で
は
な
く
、
和
漢
の
書
の
「
こ
ゝ
ろ
か
た
く
」
　
「
き
ぶ
き
文
字
」
を
や

わ
ら
げ
「
童
女
」
に
供
す
る
と
い
う
。
こ
の
態
度
は
、
『
伽
嬉
子
』
に
も
う

か
が
え
る
。経

典
の
況
深
な
る
、
載
籍
の
浩
輸
な
る
、
聾
へ
は
聾
を
会
し
て
鼓
す

る
が
如
し
。
こ
れ
何
の
益
か
之
れ
有
ら
ん
。
伽
嬉
子
の
書
た
る
、
言
新

奇
を
擬
し
、
義
浅
近
を
極
む
。
怪
異
の
耳
を
驚
か
し
滑
稽
の
人
を
親
し

む
る
事
、
寝
て
得
れ
ば
之
れ
醒
め
、
倦
て
得
れ
ば
之
れ
舘
ぶ
。
こ
れ
庸
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ヽ
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、

　

、

人
麗
子
の
好
み
て
読
み
、
易
く
解
す
る
所
也
。
（
「
雲
樵
」
序
）

こ
れ
は
、
了
意
が
「
自
序
」
で
い
う
「
学
智
あ
る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ぼ
し

め
、
耳
を
す
ゝ
ぐ
た
め
に
せ
ず
。
只
鬼
女
の
間
を
お
ど
ろ
か
し
」
の
言
辞
と

照
応
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

実
用
書
だ
け
で
は
な
く
、
『
京
童
』
　
『
洛
陽
名
所
集
』
『
東
海
道
名
所
記
』

な
ど
の
地
誌
も
、
故
事
・
由
来
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
し
、
他
の
「
か
な

草
子
」
の
諸
作
で
も
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
薄
雪
物
語
』
の
「
園
部

の
衛
門
」
と
「
う
ず
ゆ
き
」
と
の
恋
文
で
展
開
さ
れ
た
の
は
、
「
又
中
ご
ろ

の
事
な
る
に
、
横
山
殿
と
申
（
す
）
公
家
あ
り
」
や
、
「
い
に
し
へ
も
嵯
峨
の

天
皇
の
御
時
」
の
曲
で
あ
り
、
「
異
国
に
も
そ
も
じ
様
の
や
う
な
る
無
理
事

を
仰
せ
か
け
ら
る
る
、
御
門
お
は
し
ま
す
。
そ
の
臣
に
か
ん
は
く
と
い
ふ
者

有
り
」
な
ど
と
「
唐
土
」
の
曲
も
つ
づ
ら
れ
た
。
こ
の
『
薄
雪
物
語
』
享
受

の
一
側
面
に
「
い
ろ
い
ろ
の
文
見
ま
い
ら
せ
候
へ
ば
、
と
り
ど
り
の
御
ひ
き

事
お
も
し
ろ
く
候
」
と
い
っ
た
要
素
が
あ
る
こ
七
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
『
浮
世
物
語
』
で
も
、
「
博
美
異
見
の
事
」
（
巻
一
の
四
）
や
、
「
傾
城

『
是
楽
物
語
』
　
の
構
造

狂
ひ
異
見
の
事
」
（
巻
一
の
六
）
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
「
博
変
の
事
」
（
巻
一
の

三
）
「
傾
城
の
事
」
（
巻
一
の
五
）
と
由
来
を
先
行
さ
せ
て
い
る
し
、
「
博
変
の

事
」
で
は
「
今
は
昔
、
博
葵
は
唐
土
の
烏
菅
と
い
ふ
者
、
博
葉
と
い
ふ
事
を

仕
出
せ
し
よ
り
、
金
銀
を
賭
物
に
し
て
勝
負
を
決
す
。
（
中
略
）
き
る
程
に
か

の
鼻
沸
若
公
こ
の
頃
漸
く
人
と
な
り
」
と
、
「
浮
世
房
」
の
一
代
記
と
由
来

と
の
複
合
を
は
た
し
て
い
る
。
「
傾
城
の
事
」
で
は
「
今
は
昔
、
傾
城
と
い

ふ
は
天
竺
に
も
有
け
り
。
津
軽
と
い
ふ
は
傾
城
の
あ
る
所
を
言
ふ
。
（
中
略
）

是
を
傾
城
と
い
ふ
事
は
、
前
漢
の
武
帝
に
李
夫
人
を
参
ら
せ
し
時
…
：
」
な

ど
と
故
事
が
独
立
し
て
い
る
。
『
是
楽
物
語
』
で
の
故
事
来
歴
も
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
や
位
置
づ
げ
は
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
時
好
性
と

ま
っ
た
く
き
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
巻
で
の
あ

の
冗
長
な
「
楊
貴
妃
」
や
「
陶
朱
公
」
の
故
事
も
、
是
楽
物
語
の
ス
ト
ー
リ

ー
の
展
開
だ
け
か
ら
見
れ
ば
付
加
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
時
期
に

相
つ
い
で
出
版
さ
れ
た
『
仮
名
列
女
伝
』
や
、
『
見
ぬ
世
の
友
』
『
堪
忍
記
』

な
ど
の
中
国
説
話
を
背
景
に
お
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

四

『
定
業
物
語
』
は
、
そ
の
大
す
じ
だ
け
か
ら
見
れ
ば
恋
愛
小
説
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
「
お
伽
草
子
」
を
は
じ
め
、
『
帳
の
介
』
や
『
薄
雪
物
語
』
、

『
露
殿
物
語
』
な
ど
中
世
風
恋
物
語
の
系
譜
に
あ
る
と
し
て
よ
い
。
し
か
し
、

水
谷
不
倒
氏
は
、
「
恐
ら
く
当
時
町
家
に
発
生
し
た
事
件
を
仕
組
ん
だ
も

の
」
、
「
巷
間
の
生
々
し
い
事
件
を
主
題
」
と
し
た
も
の
と
き
れ
、
「
其
れ
故
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年
号
を
記
し
た
」
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
仮
名
草
子
の
古
書
臭
か
ら
脱
し

て
、
新
し
さ
珍
ら
し
さ
を
此
作
に
由
り
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
ら

れ
た
。
ま
た
野
田
氏
も
、
「
年
月
お
よ
び
主
要
人
物
の
名
が
明
記
し
て
あ
る

こ
と
」
や
、
「
山
本
友
名
が
酒
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
」
に
「
い
く
ら
か

実
在
ら
し
い
も
の
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
友
名
が
実
在
の
人
物

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
小
説
の
事
件
も
実
際
に
あ
っ
た
話
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
、
こ
の
小
説
は
一
つ
の
事
実
小
説
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と

仮
説
を
た
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
、
菊
池
氏
は
、
こ
の
友

名
の
恋
愛
講
の
「
中
心
部
の
構
想
が
全
く
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
「
『
竹
斎

狂
歌
物
語
』
や
狂
言
な
ど
を
ヒ
ン
ト
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

「
強
い
て
事
実
小
説
と
し
な
く
て
も
、
『
是
楽
物
語
』
の
新
し
さ
は
そ
れ
な

り
の
評
価
を
受
け
る
」
に
値
す
る
と
発
言
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
菊
池

氏
の
所
説
の
と
お
り
、
こ
こ
で
は
「
事
実
小
説
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
詮
索

は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
「
ま
た
だ
ん
な
の
所
に
ま
い
り
、
旅
の
用
意
を

と
も
ぐ
に
し
侍
り
て
、
又
あ
く
る
八
月
十
一
日
と
い
へ
る
に
こ
そ
、
旅
の

か
ど
い
て
し
た
り
げ
ろ
れ
」
や
、
「
折
ふ
し
今
は
彼
岸
の
中
日
な
る
に
や
」

あ
く
れ
は
、
九
月
六
日
の
東
じ
ら
ミ
に
、
湯
の
山
の
宿
を
立
田
れ
バ
」
、
「
そ

れ
よ
り
我
家
に
か
へ
り
給
ふ
に
、
明
日
は
九
日
の
節
句
な
り
と
て
」
な
ど
と

月
日
が
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
原
事
実
を
再
現
す
る
た
め
の
態
度
・

手
法
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
原
事
実
の
再
現
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
八
月
十
一
日
」
や
「
九
月
六
日
」
な
ど
の
指
定
は
、

そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
、
冒
頭
で
こ
の
物
語
が
「
明
暦
元

年
の
比
か
と
よ
」
と
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
解
決
し
な
け
れ
ば

三
二

な
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
月
日
の
指
定
は
、
「
山
本
友
名
」
や
「
久
介
」
「
き

き
」
　
「
車
里
庄
兵
衛
」
　
「
白
河
弥
右
衛
門
」
な
ど
、
人
名
の
明
記
と
も
関
わ

っ
て
、
こ
の
『
是
楽
物
語
』
の
作
者
の
事
実
性
を
付
与
す
る
一
つ
の
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
的
手
法
で
あ
っ
た
と
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
人
名
の
明

記
に
つ
い
て
も
、
「
山
本
友
名
」
以
下
が
実
在
を
感
じ
さ
せ
る
命
名
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
逆
に
「
是
楽
」
と
い
う
名
の
抽
象
性
・
象
徴
性
が
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
。

明
暦
元
年
の
比
か
と
よ
。
都
四
条
あ
た
り
に
。
山
も
と
の
な
に
が

し
。
友
名
と
て
有
徳
の
人
の
お
は
し
ま
す
。
此
人
ハ
し
め
は
。
す
ゝ
ミ

て
は
酒
を
作
り
て
。
市
に
う
り
。
し
り
ぞ
き
て
は
。
し
ち
な
ど
と
り

侍
り
て
。
家
に
千
金
を
か
き
ね
け
る
。
出
入
け
ん
ぞ
く
多
き
中
に
。
何

が
し
是
楽
と
て
。
三
代
相
伝
の
く
せ
も
の
あ
り
。
た
ゞ
す
り
き
り
の
名

の
、
、
＼
　
ふ
じ
の
山
と
高
く
。
や
ゝ
も
す
れ
ば
。
友
名
の
し
の
び
あ
る
さ

の
御
供
す
れ
バ
。
と
し
も
と
し
に
こ
そ
よ
れ
、
百
と
せ
な
か
ば
の
よ
は

ひ
を
し
て
。
か
ゝ
る
お
と
な
げ
な
き
。
し
か
た
と
て
。
猶
内
か
た
の
気

に
い
ら
ね
バ
。
出
入
し
き
も
。
た
か
か
り
け
り
。
さ
れ
ど
も
、
家
に
大

事
あ
る
と
き
ハ
。
此
も
の
な
ら
で
ハ
。
か
な
は
ざ
り
け
り
。

こ
こ
で
も
　
「
是
楽
」
は
、
「
友
名
」
　
の
具
体
的
設
定
と
は
対
象
的
に
、

「
何
が
し
是
楽
」
と
そ
の
正
体
は
隠
さ
れ
、
「
三
代
相
伝
の
く
せ
も
の
」
「
す

り
き
り
の
名
の
、
、
＼
ふ
じ
の
山
と
高
く
」
と
す
る
人
物
設
定
も
、
「
竹
斎
」

や
「
そ
の
余
助
」
な
ど
と
同
じ
域
に
あ
る
。
「
山
本
友
名
」
が
実
在
感
の
あ

る
設
定
で
あ
る
な
ら
、
「
是
楽
」
は
明
ら
か
に
物
語
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
山
本
友
名
」
　
「
是
楽
」
主
従
の
設
定
は
、
『
竹
斎
』

を
は
じ
め
と
す
る
同
伴
者
形
式
の
踏
襲
で
あ
る
。

あ
め
が
下
お
だ
や
か
に
し
て
、
山
も
動
ぜ
ず
、
峯
の
松
た
い
ら
か
に

し
て
、
風
し
つ
か
に
お
さ
ま
り
、
国
家
よ
ろ
こ
び
な
が
さ
時
と
か
や
。

そ
の
こ
ろ
山
城
の
園
に
、
や
ぶ
く
す
し
の
竹
斎
と
て
、
き
ゃ
う
が
る
痩

法
師
一
人
あ
り
。
其
身
は
貧
苦
に
し
て
、
何
事
も
心
に
ま
か
せ
ざ
れ

は
、
お
の
づ
か
ら
心
も
ま
め
な
ら
ず
。
肌
（
に
）
じ
ゃ
う
ゑ
を
か
ざ
ら
ね

ば
、
や
ぶ
く
す
し
と
て
人
も
よ
は
ず
。
（
中
略
）
　
又
に
ら
み
の
介
と
て

郎
等
一
人
あ
り
。
（
『
竹
斎
』
）

い
つ
の
比
に
や
あ
り
け
ん
、
三
河
の
固
吉
田
の
ほ
と
り
に
、
そ
の
余

助
と
て
、
数
な
ら
ぬ
や
せ
お
と
こ
住
み
け
り
。
ま
た
つ
ね
づ
ね
、
た
が

ひ
に
訪
ひ
な
ぐ
さ
み
し
友
に
、
世
の
金
無
と
い
ふ
者
侍
り
げ
ろ
。
（
『
ね

こ
と
草
』
）

た
だ
、
『
竹
斎
』
や
『
東
海
道
名
所
記
』
な
ど
が
、
同
伴
者
文
芸
と
し
て

発
想
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
従
の
役
割
の
「
に
ら
み
の
介
」
や
、
「
大

坂
辺
の
な
に
が
し
が
手
代
」
の
形
象
化
が
不
充
分
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

『
是
楽
物
語
』
で
は
、
事
情
が
複
雑
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
、
表
面
的

に
は
、
上
巻
で
は
「
是
楽
」
が
「
主
」
に
な
り
、
「
友
名
」
の
存
在
が
稀
薄

に
な
っ
て
い
る
が
、
下
巻
で
は
、
「
友
名
」
が
「
主
」
と
な
り
「
是
楽
」
は

裏
に
び
っ
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
菊

池
氏
の
「
作
者
の
発
想
の
基
盤
に
は
『
友
名
物
語
』
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に

彼
は
『
是
楽
物
語
』
を
企
図
し
た
」
と
い
う
所
説
や
、
「
本
来
な
ら
、
こ
の

小
説
は
『
山
本
友
名
物
語
』
と
で
も
す
べ
き
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
野
田
氏

の
意
見
も
あ
る
が
、
こ
の
主
従
の
逆
転
を
、
機
械
的
に
『
是
楽
物
語
』
と
『
山

『
是
楽
物
語
』
の
構
造

本
友
名
物
語
』
の
二
つ
の
物
語
の
相
克
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
妥
当
な
の

か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
が
、
こ
の
『
是
楽
物
語
』
と
い
う
書
名
の
由
来
に
短

絡
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
巻
で
主
従
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
一
つ
の
要
因
と
し

て
、
『
竹
斎
』
の
影
響
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
是
楽
物
語
』
の
作
者

が
、
「
三
代
相
伝
の
く
せ
も
の
」
　
「
す
り
き
り
」
と
し
て
、
「
是
楽
」
を
発

想
・
設
定
し
た
と
き
、
「
竹
斎
」
の
属
性
の
す
べ
て
が
、
「
是
楽
」
に
移
入

さ
れ
だ
と
み
て
よ
い
。

供
人
あ
ま
た
あ
る
中
に
、
是
楽
が
出
立
こ
そ
お
か
し
け
れ
、
下
に
ハ
、

し
ろ
さ
ば
だ
も
め
ん
、
お
し
け
な
く
き
る
ま
ゝ
に
、
中
に
ハ
、
ひ
の
ゝ

ふ
る
合
せ
、
う
へ
に
ハ
、
手
お
り
の
わ
た
人
の
、
色
め
も
し
か
と
見
え

わ
か
ぬ
に
、
り
き
う
時
代
の
ど
し
の
お
ぴ
、
（
中
略
）
お
や
重
代
ふ
る
か

た
な
に
、
九
寸
五
分
の
朱
ぎ
ゃ
の
あ
い
口
、
（
中
略
）
こ
れ
こ
そ
若
衆
の

か
た
ミ
と
て
、
も
や
う
だ
て
な
る
ふ
る
扇
、
は
く
の
色
さ
へ
か
は
り
は

ヽ
　
　
　
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

て
、
む
か
し
覚
え
あ
は
れ
也
。

こ
の
「
是
楽
」
の
姿
に
、
「
竹
斎
」
の
　
「
や
ぶ
れ
紙
子
に
布
裏
つ
け
」
、

「
羽
織
は
い
か
に
も
す
す
ぴ
た
る
に
」
　
「
紙
頭
巾
を
ぞ
か
ぶ
り
」
、
「
破
れ
果

て
た
る
扇
を
さ
し
扱
鼻
紙
は
属
紙
を
、
ふ
た
つ
に
折
り
て
お
し
入
（
れ
）
」
と

い
う
姿
を
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
名
所

⑭

め
ぐ
り
で
、
「
友
名
」
の
六
首
に
対
し
、
「
是
楽
」
が
倍
以
上
の
十
四
首
も

の
狂
歌
を
よ
ん
で
い
る
の
も
、
「
竹
斎
」
の
属
性
が
「
友
名
」
で
は
な
く
、

「
是
楽
」
に
転
移
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
第
二
の
要
因
は
、
先
に
も
見

て
き
た
よ
う
に
、
「
是
楽
」
が
「
語
り
部
」
と
し
て
、
作
者
の
街
学
性
を
全
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面
に
負
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
の
た
め
、
上
・
中
巻
で
は
「
是

楽
」
が
肥
大
化
し
、
「
主
」
と
さ
え
見
間
違
う
存
在
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
下
巻
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
下
巻
に
な
る

と
、
「
友
名
」
　
「
き
き
」
の
恋
愛
讃
、
そ
れ
に
か
ら
む
「
久
介
ふ
う
ふ
」
の

欲
心
が
唖
の
中
心
に
な
る
が
、
こ
こ
で
の
　
「
是
楽
の
役
割
は
、
基
本
的
に

は
上
巻
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
「
是
楽
う
け
た
ま
ハ
り
、
英
日
に
、
か
の

七
条
あ
た
り
、
た
づ
ね
も
の
し
け
れ
ば
、
さ
る
人
あ
り
て
日
、
か
の
か
だ

ハ
、
本
武
士
の
牢
人
の
女
に
て
、
（
中
略
）
と
か
く
我
だ
の
ミ
た
る
人
、
其
左

右
は
や
く
さ
か
ま
は
し
か
る
べ
き
と
思
ひ
、
其
ま
ま
か
へ
り
侍
り
て
右
の
あ

ら
ま
し
か
た
り
侍
れ
ば
」
（
第
一
）
や
、
「
其
後
、
是
楽
え
ん
を
以
て
、
母
と

し
る
人
に
な
り
。
始
を
は
り
の
事
ど
も
、
か
た
り
侍
れ
ば
」
（
第
一
）
、
折
ふ

し
是
楽
か
へ
り
侍
り
て
、
此
事
の
あ
ら
ま
し
。
お
ひ
た
る
母
が
む
ね
の
う
ち

な
ど
、
数
か
ず
か
た
り
侍
れ
は
」
（
第
二
）
、
ま
た
、
「
か
の
是
楽
を
め
さ
れ
、

此
事
を
ミ
つ
だ
ん
あ
る
に
、
定
業
な
ミ
だ
を
な
か
し
、
す
べ
て
、
此
道
に
ふ

か
く
ま
よ
ふ
は
、
儒
釈
道
に
つ
よ
く
い
ま
し
む
る
所
な
れ
共
、
一
つ
人
情
の

う
へ
よ
り
ゆ
る
し
て
（
中
略
）
ま
つ
去
な
が
ら
、
此
度
は
…
：
」
（
第
五
）
な

ど
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
テ
ン
ポ
に
あ
わ
せ
、
上
巻
で
は
、
こ
の
後
に

つ
け
ら
れ
て
い
た
「
推
参
な
が
ら
、
其
要
を
申
さ
ん
。
（
中
略
）
ま
づ
医
者
の

道
に
四
つ
の
し
な
有
」
と
か
、
「
引
べ
き
事
に
し
ハ
あ
ら
ね
ど
も
、
む
か
し

殿
の
代
々
」
と
い
っ
た
故
事
・
由
来
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
下
巻
で
は
、
「
定
業
」
は
狂
言
ま
わ
し
に
徹
底
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ

で
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
で
は
登
場
し
な
い
と
こ
ろ
で
も
、

か
ゝ
る
折
節
、
久
介
が
女
房
は
、
猶
ふ
か
き
い
き
と
を
り
を
な
し
、

三
四

洛
中
の
神
祇
を
を
ど
ろ
か
し
奉
り
、
此
思
ひ
も
の
を
、
の
ら
ひ
侍
り
け

る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
（
中
略
）
友
名
公
、
高
僧
貴
僧
話
し
、
英
仏
霊

社
に
奉
幣
を
な
し
侍
り
、
ま
こ
と
を
つ
く
し
て
い
の
ら
れ
ハ
。
有
が
た

や
、
其
し
る
し
に
、
生
り
や
う
だ
ん
上
に
あ
ら
は
れ
出
、
さ
ま
く
に

口
は
し
り
て
、
や
が
て
怨
英
は
去
に
け
り
（
第
六
）

と
す
る
場
面
の
挿
絵
（
図
五
）
で
、
「
生
り
や
う
」
と
対
時
し
て
い
る
の

は
「
是
楽
」
で
あ
り
、
上
巻
か
ら
読
み
つ
づ
け
て
さ
て
も
、
下
巻
で
ま
っ
た

く
姿
を
消
す
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
の
断
絶
感
・
不
自
然
さ
は
与
え
な

い
。
挿
絵
で
い
え
ば
、
最
後
で
「
さ
さ
が
「
変
成
男
子
の
す
が
だ
」
と
な

り
、
「
友
名
を
は
じ
め
、
同
本
妻
、
是
楽
、
同
し
く
山
の
か
、
、
＼
（
中
略
）
以

上
廿
二
人
」
の
夢
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
も
、
「
是
楽
」
は
「
友
名
」
の
横

に
描
か
れ
て
い
る
。

五

『
是
楽
物
語
』
の
基
調
に
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
友
名
」
の
恋
愛
薄

で
あ
り
、
い
う
な
ら
こ
れ
は
、
『
山
本
友
名
物
語
』
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
是

楽
物
語
』
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
是
楽
」
が
主
人
公
の
物
語
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
「
是
楽
」
と
い
う
名
に
仮
託
さ
れ
た
享
楽
的
感
情
を
象
徴
と
し

て
す
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
是
楽
」
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
菊
池
氏
が

「
恩
へ
ぱ
く
・
、
一
日
の
命
万
金
よ
り
も
お
も
し
、
此
た
か
ら
を
わ
す
れ

て
、
い
た
づ
ら
に
他
を
も
と
む
る
は
、
兼
好
法
師
が
罪
人
也
」
　
（
上
巻
・
第

五
）
の
条
が
、
「
作
者
の
人
生
観
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
」
と
考
え
ら
れ
、

貞
享
五
年
刊
の
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
の
注
に
着
目
、
「
『
是
楽
物
語
』
の
作

者
は
、
『
孔
聖
全
書
』
あ
る
い
は
『
孔
子
家
語
』
を
見
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
」
、
「
是
楽
と
い
う
命
名
は
多
分
こ
の
辺
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
」
と
推
測
さ
れ
た
が
示
唆
深
い
。
『
孔
子
家
語
』
に
つ
い
て
は
、
寛
永

十
五
年
に
は
和
刻
本
が
出
さ
れ
て
い
る
し
、
寛
文
無
刊
記
『
警
日
籍
目
録
』

に
も
、
冊
数
は
五
冊
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
外
典
」
の
と
こ
ろ
に
「
孔
子
家

語
」
の
書
名
が
見
え
る
。

孔
子
遊
二
於
泰
山
一
見
一
薬
声
期
宍
略
）
行
二
乎
赫
之
野
一
鹿
蓑
帯
レ
索
鼓
レ

琴
両
歌
。
孔
子
関
目
。
先
生
所
ゴ
以
篤
レ
楽
者
何
也
。
期
聾
日
。
膏
薬
甚

多
。
両
室
者
三
。
天
生
二
萬
物
一
唯
人
馬
レ
貴
。
吾
既
得
レ
篤
レ
人
。
是
一

業
也
。
男
女
之
別
男
尊
女
卑
。
故
人
以
レ
男
篤
レ
貴
書
既
得
レ
薦
レ
男
。
是

『
是
楽
物
語
』
の
構
造

二
楽
也
。
人
生
右
下
不
V
見
一
百
月
一
免
二
磁
裸
一
着
封
書
既
以
行
年
九
十
五

奏
。
是
三
楽
也
。
貧
者
士
之
常
。
死
者
人
之
終
。
慶
レ
常
得
レ
終
嘗
二
何

憂
－
哉
。
孔
子
日
。
善
哉
能
自
覚
者
也
。

「
是
楽
」
命
名
の
発
想
に
こ
の
逸
話
が
関
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か

し
、
「
是
楽
」
に
仮
託
さ
れ
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
定
業
」
の
本

質
は
、
「
友
名
」
の
養
生
に
つ
い
て
、
「
あ
ま
り
く
す
り
の
ミ
に
て
せ
め
た
る

分
に
て
は
、
平
癒
せ
ん
と
も
存
じ
候
ハ
ず
、
そ
れ
が
し
が
愚
接
に
ハ
、
（
中

略
）
遊
山
翫
水
に
心
を
御
の
ほ
し
な
さ
れ
侍
る
や
う
に
し
て
」
な
ど
、
「
た

は
れ
た
る
事
」
を
言
う
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
え
る
。
有
馬
へ
の
道
行
き
も
、

「
陰
気
ば
ら
し
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
「
是
楽
」
の
「
山
の
神
」
が
喝
破

し
た
よ
う
に
、
「
ゑ
や
う
ぐ
る
ひ
の
相
伴
せ
ん
は
か
り
事
」
で
あ
っ
た
。

「
是
楽
」
の
享
楽
性
は
、
「
江
口
の
里
」
で
、
謡
曲
『
江
口
』
を
下
敷
に
し

た
「
西
行
法
師
、
此
所
に
て
一
夜
の
宿
を
か
り
け
る
を
、
思
ひ
出
も
、
か
り

の
世
を
、
い
と
ふ
心
の
い
と
深
さ
、
遊
女
の
あ
そ
ふ
舟
子
と
も
：
つ
た
へ
や
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ヽ
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、

　

、

　

、

う
だ
へ
、
う
た
か
た
の
、
あ
は
れ
う
き
世
の
な
ぐ
さ
、
、
、
と
、
人
を
す
ゝ
め
我

を
な
ぐ
さ
め
」
と
い
う
詞
章
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
是

楽
」
は
、
「
い
な
り
の
明
神
」
で
、
「
抑
此
明
神
は
、
（
中
略
）
諸
国
交
易
の

商
人
を
も
、
ま
も
り
給
ふ
と
聞
侍
れ
ば
、
そ
れ
が
し
こ
そ
遊
民
な
れ
、
我
お

ひ
の
小
商
を
も
せ
る
た
め
」
と
い
う
よ
う
に
「
遊
民
」
で
あ
る
。
「
遊
民
」

と
は
、
『
浮
世
物
語
』
に
、
「
世
に
捨
て
ら
れ
た
る
余
者
な
り
」
（
巻
第
三
の

二
）
と
あ
る
ほ
か
、
『
可
笑
話
』
で
も
、
「
む
か
し
さ
る
人
の
云
る
は
、
そ

れ
天
下
に
だ
か
ら
お
ゝ
く
あ
り
と
い
ヘ
ビ
も
、
人
を
も
っ
て
第
一
と
す
、
人

の
中
に
も
士
農
工
商
の
四
民
を
以
て
た
か
ら
と
す
（
中
略
）
此
外
の
者
は
遊

三
五



民
と
て
何
の
用
に
も
た
ゝ
ず
、
た
ゝ
鼠
の
ご
と
し
」
（
巻
二
）
　
と
詳
述
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
初
期
文
芸
で
の
「
遊
民
」
は
「
是
楽
」
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
「
竹
斎
」
を
は
じ
め
、
「
そ
の
余
助
」
や
「
世
の
金
無
」
　
「
浮

世
房
」
な
ど
、
み
な
「
遊
民
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
遊
民
」
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
享
楽
性
や
自
在
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
は
な
い

か。
先
に
も
述
べ
た
が
、
『
是
楽
物
語
』
に
原
事
実
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
冒
頭
で
「
明
暦
元
年
の
比
か
と
よ
」
と
語
り
だ
き

れ
、
「
か
の
亡
者
が
あ
と
を
、
い
よ
く
念
比
に
と
ふ
ら
へ
は
、
亡
者
も
ゆ

め
に
見
え
た
る
に
、
た
が
ふ
所
な
く
、
家
は
ん
昌
の
守
り
と
な
り
。
末
は
ん

1

、

（

マ

マ

）

、
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ヽ
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ヽ

じ
ゃ
ぅ
と
聞
け
る
、
ふ
じ
き
に
も
、
有
が
た
く
も
お
か
し
う
も
有
、
世
の
た

め
し
也
」
と
結
ぼ
る
れ
そ
の
構
図
は
、
こ
の
唖
が
「
ゆ
め
」
を
契
機
と
し
、

「
ゆ
め
」
で
終
わ
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
物
語
」
の
手
法

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
末
文
は
、
『
懐
の
介
』
で
の
「
上
人
出

で
さ
せ
給
ひ
、
御
回
向
。
げ
に
あ
り
が
た
き
印
導
か
な
。
（
中
略
）
極
楽
世

界
も
是
や
ら
ん
。
か
の
人
々
は
目
前
に
、
西
の
白
雲
と
天
に
あ
が
ら
せ
給
ふ

事
、
い
や
あ
り
が
た
し
と
も
中
々
に
、
申
（
す
）
ば
か
り
は
な
か
り
け
り
。
こ

れ
を
見
る
人
聞
く
人
の
、
上
古
も
今
も
末
代
も
、
た
め
し
少
き
事
ぞ
と
て
、

感
ぜ
ぬ
人
は
な
か
り
け
り
」
に
照
応
す
る
し
、
こ
う
い
っ
た
文
末
の
教
訓
的

言
辞
は
、
ほ
か
に
も
、
『
七
人
比
丘
尼
』
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
『
伽
嬉
子
』
所

収
の
説
話
（
巻
二
の
二
・
巻
三
の
二
・
巻
三
の
三
ほ
か
）
な
ど
に
も
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
「
友
名
」
の
恋
愛
講

が
「
ふ
じ
き
に
も
、
有
が
た
く
も
お
か
し
う
も
有
」
蛸
と
し
て
発
想
さ
れ
た

三
六

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
も
し
原
事
実
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

も
う
物
語
の
仮
構
性
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
仮
構
を
語
る
と

き
、
享
楽
性
と
自
在
性
を
も
っ
た
「
是
楽
」
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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氏
「
『
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仮
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十
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②
　
田
中
伸
氏
「
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史
前
編
』
　
（
春
陽
堂
・
昭
和
四
年
七
月
廿
三

日）。
⑲
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⑤
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⑤
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⑭
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」
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十
一
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、
作
者
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体
化
し
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い
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四
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の
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首
を
「
是
楽
」
の
も
の
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し
た
。

な
お
「
定
業
」
は
、
有
馬
で
も
一
首
よ
ん
で
い
る
。

⑮
　
④
に
同
じ
。

⑲
　
京
都
風
月
宗
智
刊
本
『
孔
子
豪
語
』
　
（
長
澤
規
短
也
編
　
『
和
刻
本

諸
子
大
成
』
第
一
輔
、
汲
古
書
院
、
昭
和
五
十
年
七
月
）
。

（
ま
え
し
ぼ
・
け
ん
い
ち
　
橘
女
子
高
等
学
校
教
諭
）

『
是
楽
物
語
』
の
構
造


