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は
じ
め
に
 
 
 

本
稿
は
、
日
本
人
理
解
を
目
指
し
た
日
本
語
研
究
の
一
環
と
し
て
、
心
情
を
表
す
形
容
詞
 
 

の
一
分
野
を
取
り
上
げ
る
。
日
本
人
は
、
自
ら
の
心
的
状
態
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
、
認
識
 
 

し
分
け
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
心
的
状
態
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
接
し
た
と
き
に
生
 
 

じ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
時
代
を
こ
え
て
変
わ
ら
な
い
も
の
な
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
 
 

る
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
日
本
人
の
心
的
状
態
の
認
識
と
中
国
人
の
そ
れ
は
同
じ
な
の
か
 
 

違
う
の
か
。
心
情
を
表
す
形
容
詞
を
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
 
 

に
つ
い
て
の
指
針
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
対
人
関
係
に
お
い
て
生
ず
る
心
情
を
表
す
形
容
詞
の
中
か
ら
、
特
に
「
ね
た
 
 

し
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
上
代
、
中
古
か
ら
現
代
へ
の
意
味
変
化
の
実
態
を
明
ら
か
に
 
 

す
る
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
、
ま
ず
上
代
、
中
古
か
ら
中
世
に
お
け
る
日
本
古
典
文
学
作
品
 
 

に
使
用
さ
れ
た
「
ね
た
し
一
及
び
そ
の
関
連
語
の
用
例
を
抽
出
し
、
そ
の
意
味
的
特
徴
を
明
 
 

ら
か
に
し
、
ま
た
歴
史
的
な
意
味
変
化
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
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「
ね
た
し
」
 
の
意
味
に
つ
い
て
、
石
川
徹
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
 
 

O
「
ね
た
し
」
は
自
分
の
行
為
の
失
敗
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
ふ
と
他
律
的
な
、
他
 
 

人
か
ら
さ
ふ
い
ふ
ひ
ど
い
目
に
遭
は
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
又
、
年
月
の
長
く
続
い
た
事
 
 

の
間
違
ひ
に
気
づ
い
た
と
い
ふ
や
う
な
残
念
で
は
な
く
、
も
っ
と
瞬
間
的
、
当
座
の
腹
 
 
 

平
安
時
代
の
「
ね
た
し
」
は
、
本
来
の
「
相
手
の
仕
打
ち
や
行
為
、
あ
る
い
は
、
相
手
の
優
れ
た
様
子
に
対
し
て
、
自
分
の
負
け
（
相
手
の
優
越
）
を
悟
っ
た
時
の
痛
 
 

切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
」
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
平
安
中
期
頃
に
自
分
自
身
の
失
敗
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
平
安
中
期
末
か
ら
平
安
 
 

後
期
初
頭
に
は
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
「
ね
た
し
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
次
第
に
そ
の
意
味
を
広
げ
て
い
 
 

っ
た
。
中
世
に
入
る
と
、
平
安
時
代
に
あ
っ
た
意
味
を
狭
め
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
 
 

ま
た
、
「
ね
た
ま
し
」
と
い
う
語
形
も
出
現
し
始
め
る
。
 
 

心
情
形
容
詞
の
歴
史
的
研
究
 
 

－
 
「
ね
た
し
」
 
に
つ
い
て
－
 
 

K
e
y
w
O
r
d
s
∵
心
情
形
容
詞
、
ね
た
し
、
ね
た
ま
し
、
意
味
変
化
 
 

相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
こ
が
れ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
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立
ち
に
つ
い
て
い
ふ
の
で
、
遊
戯
で
負
け
た
や
う
な
些
事
の
残
念
に
も
使
用
す
る
。
 
 

O
「
ね
た
し
」
は
自
責
よ
り
も
、
相
手
な
り
外
界
な
り
に
対
し
て
腹
を
立
て
る
の
で
、
そ
 
 
 

の
気
持
の
外
向
性
が
、
く
や
し
の
内
向
性
と
背
反
す
る
。
 
 

O
「
ね
た
し
」
は
、
「
ね
た
む
」
「
ね
た
が
る
」
「
ね
た
ま
す
」
 
（
帝
木
巻
の
木
枯
の
女
の
条
 
 
 

の
如
き
）
等
の
同
類
の
動
詞
が
あ
り
、
こ
の
中
、
今
も
「
ね
た
む
」
が
嫉
視
羨
望
の
義
 
 
 

に
使
用
さ
れ
る
や
う
に
、
㈹
他
に
対
す
る
競
争
意
識
か
ら
、
負
け
る
の
を
無
念
が
つ
て
 
 
 

腹
を
立
て
る
場
合
と
、
0
0
必
ず
し
も
相
手
は
ゐ
な
い
が
、
周
囲
外
界
を
意
識
し
て
、
自
 
 
 

分
の
失
策
に
み
づ
か
ら
腹
を
立
て
る
場
合
が
あ
る
。
 
 

O
「
ね
た
し
一
の
㈹
の
場
合
は
、
「
畜
生
－
・
う
ま
く
し
て
や
ら
れ
た
」
と
か
、
「
残
念
無
 
 
 

念
！
」
 
と
い
う
こ
ち
ら
の
気
持
…
…
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心情形容詞の歴史的研究  

が
見
ら
れ
る
。
 
 

と 

な 

ハ
ラ
ハ
 
 
 

む
↓
め
 
 
 

3
、
但
馬
国
七
美
郡
の
山
里
の
人
の
家
に
、
嬰
児
の
女
有
り
き
。
中
庭
に
葡
旬
フ
と
き
に
、
 
 

ネ
タ
 
 
 

ハ
7
 

7
カ
7
ン
 
 
 

丁
ガ
 
 
 

鷲
檎
り
て
空
に
騰
リ
テ
、
束
を
指
し
て
者
羽
リ
イ
ヌ
。
父
母
懇
ビ
テ
、
側
封
突
き
悲
し
び
、
 
 

追
ひ
求
む
れ
ど
も
、
到
る
所
を
知
ら
ず
。
故
、
為
に
福
を
修
せ
り
。
（
上
巻
第
九
話
、
 
 

八
二
▲
貝
）
 
 

【
訓
釈
】
 
側
祢
人
美
〔
子
タ
ミ
〕
 
 

ぺ
 
 
 

ヤ
ラ
 

し
 
 
 

4
、
女
に
間
ふ
に
答
へ
て
、
『
我
実
に
知
る
。
吾
を
債
ヒ
て
家
よ
り
出
し
遣
る
が
故
に
、
 
 

ウ
ラ
メ
ネ
タ
い
と
不
モ
ノ
 
 

悌
シ
ミ
側
封
厭
ひ
媚
ル
」
と
ま
う
す
。
（
上
巻
第
▲
二
十
訪
、
一
二
頁
）
 
 

L
L
く
ら
 
 
 

【
訓
釈
】
側
祢
太
見
〔
祢
多
▲
二
〕
 
ナ
メ
ノ
 

マ
、
不
 
 
 

5
、
七
か
し
ら
の
牛
聞
き
て
、
古
を
嘗
り
唾
を
飲
み
、
胎
を
切
る
効
ヲ
為
し
、
宍
を
債
ふ
 
 

不
夕
 

あ
た
 
 
 

効
を
為
し
、
悌
慨
．
ミ
テ
刀
を
捧
げ
て
建
て
、
各
言
は
く
、
「
怨
を
報
い
ざ
ら
む
や
。
我
 
 

な
ほ
 
 

忘
れ
ぎ
る
べ
し
。
猶
し
後
に
報
い
む
」
と
い
ふ
。
（
中
巻
第
五
訪
、
一
．
血
七
．
貝
）
 
 

【
訓
釈
】
憤
慨
√
タ
ミ
テ
 
 

例
3
は
、
鷲
に
よ
っ
て
、
幼
い
娘
を
奪
わ
れ
た
時
の
父
母
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
思
い
 
 

が
け
な
く
も
鷲
に
し
て
や
ら
れ
た
時
の
感
情
を
 
「
ね
た
む
」
 
で
表
現
し
て
い
る
。
前
後
に
 
 

「
あ
か
ら
し
ぶ
」
 
（
痛
切
に
嘆
く
）
、
「
H
U
犬
き
悲
し
ぶ
」
と
い
う
動
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

か
ら
、
「
ね
た
む
」
 
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
鷲
に
対
す
る
腹
立
ち
を
表
現
 
 

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
し
て
や
ら
れ
た
。
い
ま
い
ま
し
い
鷲
め
ー
」
 
と
い
 
 

っ
た
思
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
4
は
、
夫
に
よ
っ
て
家
を
追
い
出
さ
れ
た
女
が
、
そ
の
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
夫
を
恨
め
し
く
、
い
ま
い
ま
し
く
、
つ
ら
く
思
う
と
述
べ
る
場
▲
血
で
あ
る
。
夫
の
仕
 
 

打
ち
に
対
す
る
、
い
ま
い
ま
し
く
腹
立
た
し
い
思
い
を
「
ね
た
む
」
が
表
現
し
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
例
5
は
、
七
虫
の
乍
が
、
思
い
が
け
な
い
閥
羅
上
の
判
決
に
よ
っ
て
無
罪
と
な
っ
た
 
 

男
に
対
す
る
、
い
ま
い
ま
し
く
腹
立
た
し
い
思
い
を
表
現
し
て
い
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
 
の
 
 

「
ね
た
む
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
他
か
ら
向
け
ら
れ
た
仕
打
ち
に
対
し
て
、
「
し
て
や
ら
れ
た
。
 
 

い
ま
い
ま
し
い
」
と
い
っ
た
腹
立
た
し
さ
を
表
現
し
て
お
り
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
 
 

こ
が
れ
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
 
 
 

例
2
も
、
崇
峻
天
皇
が
馬
√
に
対
し
て
、
そ
の
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
こ
が
れ
を
感
じ
つ
つ
、
 
 

そ
ん
な
馬
子
に
憎
悪
の
感
情
を
抱
く
と
い
っ
た
現
代
的
な
意
味
で
は
な
く
、
常
に
大
皇
で
あ
 
 

る
自
分
を
茂
ろ
に
す
る
馬
子
に
対
し
て
、
い
ま
い
ま
し
さ
を
感
じ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
相
手
の
仕
打
ち
に
対
し
て
 
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
感
ず
る
の
は
、
自
分
が
 
 

相
手
に
「
負
け
た
」
と
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
相
手
の
「
勝
ち
」
 
 

「
優
越
」
を
感
ず
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ね
た
し
」
 
と
は
、
「
相
手
の
仕
打
ち
に
 
 

よ
っ
て
、
自
分
の
負
け
 
（
相
手
の
健
越
）
 
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
」
 
 

・1  

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
用
い
ら
れ
る
 
「
ね
た
し
」
 
の
例
を
見
る
と
、
右
の
よ
う
に
「
し
 
 

て
や
ら
れ
た
」
と
い
っ
た
、
「
相
手
の
仕
打
ち
や
行
為
に
対
し
て
、
自
分
の
負
け
 
（
相
手
の
 
 

■
お
も
お
き
な
ね
ヤ
 
 

優
越
）
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
」
と
解
釈
さ
れ
る
例
が
多
く
見
山
さ
 
 

れ
る
。
 
 

人 ぶ
 

ま
 

J
b
き
 
 
 

さ
ん
こ
と
の
い
と
か
し
さ
に
、
取
り
が
た
き
物
を
」
。
か
く
あ
さ
ま
し
く
持
て
来
た
る
 
 

事
を
ね
た
く
思
ひ
、
翁
は
閏
の
う
ち
、
し
つ
ら
ひ
な
ど
す
。
（
「
竹
取
物
語
』
、
∴
七
▲
貝
一
 
 

た
ち
は
き
い
そ
 
 
 

7
、
明
け
ぬ
れ
ば
、
帯
刀
急
ぎ
参
り
ぬ
。
少
将
、
「
い
か
ゞ
い
ひ
つ
る
」
と
の
給
へ
ば
、
 
 

て
ん
や
く
の
守
山
 
 

「
し
か
ぐ
な
ん
あ
こ
ぎ
が
い
ひ
し
」
と
申
 
（
す
）
 
に
、
典
薬
助
の
事
を
、
あ
さ
ま
し
、
 
 

【
わ
び
 
 
 

村
村
∪
、
げ
に
い
か
に
促
し
か
ら
む
と
、
思
ひ
や
る
も
い
と
あ
は
れ
な
り
。
（
F
洛
窪
物
 
 

語
」
、
一
一
九
頁
）
 
 
 

8
、
か
の
空
蝉
を
、
も
の
の
を
り
を
り
に
は
、
付
い
q
引
思
し
H
づ
。
（
『
源
氏
物
語
』
一
、
 
 

末
摘
花
、
▲
一
▲
E
O
頁
）
 
 
 

9
、
い
と
御
覧
ぜ
さ
せ
ま
ほ
し
う
侍
り
し
文
書
き
か
な
。
人
の
隠
し
お
き
た
り
け
る
を
ぬ
 
 
 

す
み
て
、
み
そ
か
に
見
せ
て
、
と
り
か
へ
し
は
べ
り
に
し
か
ば
、
村
村
引
こ
そ
。
（
『
紫
 
 

式
部
日
記
』
、
m
九
．
五
頁
）
 
 

「
常
、
 
 
 

1
0
、
「
い
か
で
こ
の
人
に
、
い
と
か
く
く
だ
け
き
と
、
ま
た
心
の
う
ち
を
だ
に
つ
ぶ
く
と
、
 
 
 

言
ひ
し
ら
せ
て
、
気
色
を
も
見
ば
や
。
内
の
お
と
ゞ
大
臣
に
な
び
き
は
て
な
ば
、
瑚
た
l
 
 

く
L
ノ
 
 
 

引
じ
を
し
き
わ
ざ
か
な
。
い
か
に
、
か
ま
へ
て
う
ち
し
の
び
つ
ゝ
、
さ
は
な
さ
ず
、
わ
 
 

が
物
と
見
る
わ
ざ
を
せ
ば
や
」
と
の
み
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
、
お
ぼ
思
し
あ
か
さ
れ
て
 
 

（
『
彼
の
寝
覚
』
、
▲
一
〇
九
▲
貝
）
 
 

そ
う
こ
と
 
 
 

H
、
撃
の
御
琴
引
き
寄
せ
て
、
掻
き
合
は
せ
す
さ
び
た
ま
ひ
て
、
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た
 
 
 

ま
へ
ど
、
か
の
す
ぐ
れ
た
り
け
む
も
抽
出
割
に
や
、
手
も
ふ
触
れ
た
ま
は
ず
。
（
『
源
氏
 
 

物
語
』
 
二
、
汚
標
、
二
八
二
頁
）
 
 

例
6
は
、
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
持
参
し
た
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
対
し
て
、
か
ぐ
や
姫
は
 
 

「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
例
7
は
、
落
窪
の
君
を
犯
そ
う
と
し
て
い
る
典
薬
 
 

助
に
対
し
て
少
将
が
忌
々
し
く
思
う
場
▲
血
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
典
薬
助
を
撃
退
し
て
い
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清
少
納
言
は
、
こ
の
段
に
お
い
て
、
「
ね
た
し
」
と
思
う
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
。
手
紙
 
 

を
出
し
て
し
ま
っ
た
後
に
、
書
き
直
し
た
い
と
思
う
よ
う
文
字
を
思
い
出
し
た
時
、
ま
た
、
 
 

急
ぎ
の
縫
い
物
を
縫
い
終
わ
っ
て
、
糸
の
し
り
を
結
ば
な
か
っ
た
り
、
逆
さ
ま
に
縫
っ
て
し
 
 

ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
時
に
生
じ
る
心
情
を
 
「
ね
た
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 
 

自
ら
の
行
為
の
失
敗
に
気
づ
い
た
時
に
生
じ
る
腹
立
た
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
分
の
 
 

で
き
る
理
想
像
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
は
自
分
の
行
為
と
関
連
す
る
他
 
 

者
を
意
識
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
失
敗
を
犯
し
た
自
分
自
身
に
腹
を
立
て
て
 
 

い
る
の
が
 
「
ね
た
し
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

「
．
歌
 

1
3
、
ひ
と
う
た
に
こ
と
の
あ
か
ね
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
、
 
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
落
窪
の
君
を
深
く
思
う
少
将
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
典
薬
助
の
行
為
 
 

が
、
落
窪
の
君
を
傷
つ
け
、
自
分
が
落
窪
の
君
を
守
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
負
け
た
」
 
 

と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
し
て
や
ら
れ
た
。
い
ま
い
ま
し
い
奴
め
」
 
と
い
 
 

う
腹
立
た
し
い
気
持
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
8
は
、
求
愛
を
拒
ん
だ
空
蝉
に
対
し
て
、
源
氏
 
 

が
 
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
い
ま
い
ま
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
例
9
、
是
非
と
も
見
せ
た
い
よ
 
 

う
な
手
紙
だ
っ
た
の
を
、
あ
る
人
が
密
か
に
取
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
す
ぐ
 
 

取
り
返
さ
れ
て
、
お
目
に
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
せ
っ
か
く
の
手
紙
を
取
 
 

り
返
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
、
い
ま
い
ま
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

例
1
0
は
、
自
分
に
ち
っ
と
も
靡
い
て
く
れ
な
い
で
内
大
臣
に
心
を
寄
せ
る
寝
覚
の
上
を
帝
が
 
 

い
ま
い
ま
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
例
1
1
は
、
明
石
の
君
が
撃
の
琴
に
優
れ
て
い
る
こ
と
に
反
 
 

ぬ 

発
し
て
、
手
も
触
れ
な
い
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
例
と
異
な
っ
て
、
相
手
の
優
 
 

ゝ
ヘ
カ
 
 
ほ
、
村
村
引
も
の
 
人
の
も
と
に
こ
れ
よ
り
遣
る
も
、
人
の
返
り
ご
と
も
、
書
き
て
や
り
 
も
じ
ひ
と
ふ
た
ぬ
ぬ
 
 

れ
た
様
子
に
対
し
て
、
自
分
が
「
負
け
た
」
と
悟
っ
た
時
の
不
愉
快
な
感
情
を
表
し
て
い
る
。
 
 
 

自
分
の
負
け
や
相
手
の
優
越
は
、
相
手
の
仕
打
ち
や
行
為
に
因
っ
て
生
ず
る
思
惑
と
は
裏
 
 

腹
な
事
態
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
、
自
分
の
 
 

行
為
の
失
敗
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
。
平
安
時
代
の
 
「
ね
た
し
」
 
は
、
自
分
の
行
為
の
失
敗
に
 
 

ょ
っ
て
、
自
ら
の
 
「
負
け
」
を
悟
っ
た
時
の
不
愉
快
な
感
情
を
も
表
し
て
い
る
。
 
 

つ
る
の
ち
、
文
字
一
つ
二
つ
思
ひ
な
ほ
し
た
る
。
と
み
の
も
の
縫
ふ
に
、
か
し
こ
う
縫
 
 

ま
り
 

む
す
 
 

お
も
 
 

ひ
つ
と
思
ふ
に
、
針
を
ひ
き
抜
き
つ
れ
ば
、
は
や
く
し
り
を
結
ば
ざ
り
け
り
。
ま
た
、
 
 

ぬ
 
 
か
へ
さ
ま
に
縫
ひ
た
る
も
矧
ね
u
♂
 
（
『
枕
草
子
』
第
九
五
段
、
「
ね
た
き
も
の
」
）
 
 
 

1
5
、
入
道
の
宮
の
御
琴
の
音
を
、
た
ゞ
い
ま
の
、
又
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
は
、
 
 

「
い
ま
め
か
し
う
、
あ
な
め
で
た
」
と
、
き
く
人
の
、
心
ゆ
き
て
、
か
た
ち
さ
へ
思
ひ
 
 

や
ら
る
ゝ
事
は
、
げ
に
、
い
と
限
り
な
き
、
御
琴
の
昔
な
り
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
弾
 
 

ね
た
 
 

き
す
ま
し
、
心
憎
く
、
習
音
ぞ
ま
さ
れ
る
。
（
『
源
氏
物
語
』
 
二
、
明
石
、
八
九
頁
）
 
源
氏
こ
だ
い
よ
た
も
と
ぬ
れ
つ
 
 
 

1
6
、
「
古
代
の
歌
詠
み
は
、
唐
衣
、
秩
濡
る
る
か
ご
と
こ
そ
離
れ
ね
な
。
ま
ろ
も
そ
の
列
 
 

ひ
と
す
ち
 
 

ぞ
か
し
。
さ
ら
に
一
筋
に
ま
つ
は
れ
て
、
今
め
き
た
る
言
の
葉
に
ゆ
る
ぎ
た
ま
は
ぬ
こ
 
 

ね
た
 
 

と
、
習
こ
と
は
は
た
あ
れ
。
（
略
）
」
と
て
、
を
か
し
く
思
い
た
る
さ
ま
ぞ
い
と
ほ
し
 
 

き
や
。
（
『
源
氏
物
語
』
 
三
、
玉
撃
、
一
三
二
頁
）
 
 

例
1
5
は
、
明
石
の
上
が
演
奏
す
る
琴
の
音
に
対
す
る
形
容
で
あ
り
、
例
1
6
は
、
末
摘
花
の
 
 

歌
に
対
す
る
皮
肉
な
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
痛
に
さ
わ
る
ほ
ど
素
 
 

晴
ら
し
い
、
立
派
な
」
と
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

さ
て
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
 
「
ね
た
し
」
は
、
上
代
か
ら
平
安
時
代
を
通
し
て
「
相
手
 
 

の
仕
打
ち
や
行
為
、
あ
る
い
は
、
相
手
の
優
れ
た
様
子
に
対
し
て
、
自
分
の
負
け
 
（
相
手
の
 
 
 

例
1
3
は
、
自
分
の
詠
ん
だ
歌
が
、
淡
路
の
お
ば
あ
さ
ん
に
劣
っ
て
い
る
の
を
自
覚
し
、
詠
 
 

ま
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
。
「
し
ま
っ
た
ー
・
す
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
い
 
 

う
思
い
で
あ
る
。
例
1
4
は
、
寝
覚
の
上
を
む
な
し
く
帰
し
て
し
ま
っ
た
帝
が
、
そ
れ
を
後
悔
 
 

す
る
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
自
分
の
行
為
に
対
し
て
腹
を
立
て
て
い
る
。
例
1
3
の
場
合
 
 

は
、
淡
路
の
お
ば
あ
さ
ん
に
対
し
て
「
負
け
」
を
悟
り
、
例
1
4
の
場
合
は
、
帰
っ
て
い
っ
た
 
 

落
窪
に
対
し
て
 
「
負
け
」
を
悟
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

平
安
時
代
の
 
「
ね
た
し
」
 
に
は
、
自
分
が
「
ね
た
し
」
と
思
う
ぐ
ら
い
相
手
 
（
対
象
）
 
が
 
 

素
晴
ら
し
い
と
い
う
意
味
を
表
現
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
は
づ
か
し
」
な
ど
に
 
 

3
 

（
注
〉
 
も
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
り
、
主
と
し
て
連
体
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
現
れ
る
。
 
 

と
く
と
お
も
ふ
ふ
ね
な
や
ま
す
は
わ
が
た
め
に
み
づ
の
こ
ゝ
ろ
の
あ
さ
き
な
り
け
り
 
 
 

こ
の
う
た
は
、
み
や
こ
ち
か
く
な
り
ぬ
る
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
ず
し
て
、
い
へ
る
な
る
べ
 
 

へ
淡
路
伽
一
 
 
し
。
あ
は
ぢ
の
ご
の
う
た
に
お
と
れ
り
。
「
ね
l
ね
封
。
い
は
ぎ
ら
ま
し
も
の
を
。
」
と
く
 
 
 

や
し
が
る
う
ち
に
、
よ
る
に
な
り
て
ね
に
け
り
。
（
『
土
左
日
記
』
、
五
三
頁
）
 
〔
席
〕
こ
ゝ
ろ
（
お
も
ふ
）
 
 

1
4
、
「
ざ
て
も
、
あ
さ
ま
し
う
、
心
つ
よ
か
り
つ
る
人
の
心
か
な
。
さ
ば
か
り
思
に
て
は
、
 
 

（
を
〕
 
 
 

あ
ふ
せ
 
 
 

後
の
逢
瀬
よ
に
あ
ら
せ
じ
物
を
、
な
ど
し
つ
る
お
こ
が
ま
し
さ
ぞ
」
と
お
ぼ
す
が
、
い
 
 
 

み
じ
く
村
村
割
に
、
恋
し
さ
、
と
り
も
あ
へ
ず
（
『
夜
の
寝
覚
』
、
二
二
七
頁
）
 
 

（4）  
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優
越
）
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
一
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
 
 

さ
ら
に
、
平
安
時
代
中
期
頃
 
（
十
世
紀
は
じ
め
）
 
か
ら
、
「
自
分
自
身
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
 
 

自
ら
の
負
け
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
一
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
、
平
安
中
期
末
か
 
 

ら
平
安
後
期
初
頭
 
（
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
は
じ
め
）
 
に
は
、
「
ね
た
し
」
と
思
わ
れ
る
 
 

く
ら
い
 
「
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
が
加
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

人
が
、
「
し
て
や
ら
れ
た
」
 
「
負
け
た
」
と
思
う
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
は
ず
も
な
い
 
 

よ
う
な
相
手
や
、
勝
て
る
と
思
っ
て
い
た
相
手
に
対
し
て
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
 
 

ら
か
じ
め
、
相
手
の
仕
打
ち
を
予
想
し
て
い
た
り
、
自
分
の
負
け
を
予
想
し
て
い
た
り
す
る
 
 

場
合
に
は
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
は
思
わ
な
い
し
、
負
け
た
こ
と
で
相
手
を
い
ま
い
ま
し
く
 
 

思
っ
た
り
は
し
な
い
。
平
安
時
代
の
 
「
ね
た
し
」
 
の
例
を
見
る
と
、
そ
ん
な
仕
打
ち
を
す
る
 
 

は
ず
も
な
い
相
手
や
、
勝
て
る
と
思
っ
て
い
た
相
手
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
 
 

例
1
で
は
橘
の
花
が
散
る
頃
に
来
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ほ
と
と
ぎ
す
、
例
2
で
は
あ
く
ま
 
 

で
臣
下
で
あ
る
は
ず
の
蘇
我
馬
子
、
例
3
で
は
子
ど
も
を
奪
う
な
ど
と
は
考
え
て
な
か
っ
た
 
 

鷲
、
例
4
で
は
自
分
を
追
い
出
す
と
は
思
わ
な
か
っ
た
夫
、
例
5
で
は
前
世
で
自
分
た
ち
を
 
 

殺
す
と
い
う
明
ら
か
に
罪
を
犯
し
て
い
る
男
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
し
て
や
ら
れ
た
」
「
負
け
た
」
 
 

と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
6
で
も
、
か
ぐ
や
姫
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
負
け
る
と
は
 
 

思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ね
た
し
」
は
、
「
勝
て
る
と
思
っ
て
い
 
 

た
相
手
に
負
け
た
」
時
に
生
ず
る
心
的
状
態
を
表
現
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
 
 

の
こ
と
が
、
現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
い
」
 
に
お
け
る
「
憎
悪
の
対
象
は
心
理
的
に
対
等
に
立
 
 

て
る
立
場
の
者
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
、
絶
対
的
な
相
違
が
あ
り
す
ぎ
て
比
較
対
照
し
に
く
 
 

い
も
の
や
、
は
っ
き
り
目
上
や
目
下
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
用
い
な
い
こ
と
が
 
 

多
い
」
と
い
う
特
徴
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

第
二
節
 
申
せ
に
お
け
る
「
ね
た
し
」
の
意
味
 
 

中
世
の
文
学
作
品
に
は
、
「
ね
た
し
」
と
と
も
に
「
ね
た
ま
し
」
 
の
例
が
出
現
す
る
。
し
 
 

か
し
、
調
査
し
た
文
献
に
は
「
ね
た
し
」
「
ね
た
ま
し
」
と
も
に
そ
の
数
は
少
な
い
。
文
献
 
 

別
に
用
例
数
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

注
＝
（
 
）
内
は
名
詞
「
ね
た
さ
一
の
用
例
数
。
 
 

そ
の
用
例
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

1
、
う
き
雲
に
か
く
れ
て
と
こ
そ
思
ひ
し
か
 
ね
た
く
も
月
の
ひ
ま
も
り
に
け
る
 
（
『
新
 
 
 

古
今
和
歌
集
．
コ
一
五
〇
一
番
）
 
 

2
、
（
肥
後
の
国
の
僧
は
）
 
終
り
思
ふ
さ
ま
に
め
で
た
く
し
て
、
西
に
向
き
て
息
絶
え
に
 
 
 

け
り
。
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
と
ば
か
り
あ
り
て
 
（
肥
後
の
国
の
僧
の
）
 
妻
 
 
 

に
此
の
事
を
告
ぐ
。
即
ち
、
驚
き
ま
ど
ひ
、
お
び
た
た
し
く
手
を
た
た
き
て
、
眼
を
い
 
 
 

か
ら
か
し
、
も
だ
へ
迷
ひ
て
絶
え
入
り
ぬ
。
 
 
 

人
お
ぢ
て
、
近
付
き
も
寄
ら
ざ
り
け
る
間
に
、
一
時
ば
か
り
あ
り
て
、
世
に
恐
ろ
し
 
 

く
る
そ
ん
＝
小
つ
 
 
 

う
、
声
の
あ
る
か
ぎ
り
を
め
き
叫
び
て
云
ふ
や
う
、
「
我
、
狗
留
孫
仏
の
時
よ
り
、
此
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せ
せ
し
ヤ
う
し
や
う
 
 
 

や
つ
が
菩
提
を
妨
げ
ん
た
め
に
、
世
々
生
々
に
妻
と
な
り
、
男
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
親
 
 
 

し
み
た
ば
か
り
て
、
今
ま
で
本
意
の
如
く
随
ひ
つ
き
も
た
り
つ
る
を
、
今
日
す
で
に
逃
 
 
 

が
し
っ
る
。
ね
た
き
わ
ざ
か
な
」
 
と
云
ひ
て
、
歯
を
く
ひ
し
ば
り
垣
壁
を
た
た
く
。
 
 
 

（
『
発
心
集
』
 
巻
四
、
一
七
七
頁
）
 
 

も
く
れ
ん
 

つ
ち
 
 

3
、
昔
。
日
蓮
尊
者
、
広
野
を
過
ぎ
給
ひ
け
る
に
、
恐
ろ
し
げ
な
る
鬼
、
槌
を
持
ち
て
白
 
 

か
ば
ね
 
 
 

き
骸
を
打
つ
あ
り
。
あ
や
し
く
お
ぼ
し
て
間
ひ
給
ふ
に
、
答
へ
て
云
は
く
、
「
此
れ
は
、
 
さ
き
し
ヤ
う
か
ば
ね
と
ん
 
 
 

お
の
れ
が
前
の
生
の
身
な
り
。
我
が
世
に
侍
り
し
時
、
此
の
骸
を
得
し
故
に
、
物
に
貪
 
 
 

じ
、
物
を
惜
し
み
て
多
く
の
罪
を
造
り
て
、
今
は
餓
鬼
の
身
を
受
け
た
り
。
苦
を
う
く
 
 

た
び
 

か
ば
ね
ね
た
 
 
 

る
度
に
、
此
の
骸
の
痢
引
う
ら
め
し
け
れ
ば
、
常
に
来
て
打
つ
な
り
」
と
云
ふ
。
（
『
発
 
 
 

心
集
』
 
巻
七
、
三
三
二
頁
）
 
 

4
、
 

コ
ノ
小
松
内
府
ハ
イ
ミ
ジ
ク
心
ウ
ル
ハ
シ
ク
シ
テ
、
父
人
道
ガ
謀
叛
心
ア
ル
ト
ミ
テ
、
 
 
 

「
ト
ク
死
ナ
バ
ヤ
」
 
ナ
ド
云
卜
聞
ヘ
シ
ニ
、
イ
カ
テ
ン
タ
リ
ケ
ル
ニ
カ
、
父
人
道
ガ
教
 
 

ニ
ハ
ア
ラ
デ
、
不
可
思
議
ノ
事
ヲ
一
ツ
シ
タ
リ
シ
ナ
リ
。
子
ニ
テ
資
盛
ト
テ
ア
リ
シ
ヲ
 
 
 

バ
、
基
家
中
納
言
堵
ニ
シ
テ
ア
リ
シ
。
サ
テ
持
明
院
ノ
三
位
中
将
ト
ゾ
申
シ
。
ソ
レ
ガ
 
 
 

ム
ゲ
ニ
ワ
カ
ゝ
リ
シ
時
、
桧
殿
ノ
摂
鈷
臣
ニ
テ
御
出
ア
リ
ケ
ル
l
「
忍
ビ
タ
ル
ア
リ
キ
 
 
 

ヲ
シ
テ
ア
シ
ク
イ
キ
ア
ヒ
テ
、
り
ク
レ
テ
車
ノ
簾
切
レ
ナ
ド
シ
タ
ル
事
ノ
ア
リ
シ
ヲ
、
 
 
 

フ
カ
ク
到
列
思
テ
、
関
白
嘉
応
二
年
十
月
廿
一
日
高
倉
院
御
元
服
ノ
定
二
参
内
ス
ル
 
 
 

道
ニ
テ
、
武
士
等
ヲ
マ
ウ
ケ
テ
前
駈
ノ
撃
ヲ
切
テ
シ
ナ
リ
。
（
『
愚
管
抄
』
 
巻
五
、
二
四
 
 
 

六
頁
）
 
 

5
、
（
隣
の
家
の
女
は
、
石
を
投
げ
て
雀
に
ぶ
つ
け
、
腰
を
折
っ
た
。
そ
の
雀
を
と
っ
て
、
 
 

■
お
も
ひ
 
 
 

て
「
】
 

（
お
）
 
 
 

餌
や
薬
を
食
わ
せ
て
治
し
た
。
）
 
雀
の
、
腰
を
う
ち
折
ら
れ
て
、
ね
た
し
と
思
て
、
よ
 
 

L
：
 
 
 

ろ
づ
の
虫
ど
も
を
か
た
ら
ひ
て
、
い
れ
入
た
り
け
る
な
り
。
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
 
 
 

八
段
、
一
四
六
頁
）
 
 

6
、
（
川
上
か
ら
流
れ
て
く
る
も
の
に
抱
き
つ
け
と
言
わ
れ
た
が
、
最
初
に
流
れ
て
き
た
 
 
 

大
蛇
に
は
恐
ろ
し
く
て
抱
き
つ
け
な
か
っ
た
。
次
に
流
れ
て
き
た
猪
も
恐
ろ
し
か
っ
た
 
 
 

が
抱
き
つ
い
た
）
 
は
し
り
よ
り
て
、
い
だ
き
て
み
れ
ば
、
朽
木
の
三
尺
ば
か
り
あ
る
を
 
 
 

抱
き
た
り
。
智
、
く
や
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
一
〇
六
 
 
 

段
、
二
五
九
頁
）
 
 

7
、
（
算
術
の
師
で
あ
る
唐
人
の
こ
と
ば
）
 
「
こ
の
算
の
道
に
は
、
病
す
る
人
を
置
き
や
む
 
 
 

る
術
も
あ
り
。
又
病
せ
ね
ど
も
、
に
く
し
、
抽
出
ぃ
と
思
ふ
も
の
を
、
た
ち
所
に
置
き
 
 
 

殺
す
術
な
ど
あ
る
も
、
さ
ら
に
惜
し
み
か
く
さ
じ
。
…
…
」
 
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
一
 
 
 

八
五
段
、
四
〇
七
頁
）
 
 
 

8
、
（
義
朝
の
乳
母
子
で
あ
る
鎌
田
次
郎
の
弓
矢
に
左
の
頬
先
を
傷
つ
け
ら
れ
た
為
朝
は
、
 
 

鎌
田
を
追
っ
て
い
く
が
）
 
三
町
計
追
た
り
け
れ
共
、
た
ゞ
の
び
に
延
け
れ
ば
、
「
ね
た
 
 

さ
は
ね
た
け
れ
ど
も
、
是
に
限
る
ま
じ
。
判
官
殿
は
老
体
に
て
、
合
戦
も
思
ふ
や
う
に
 
 

し
給
は
じ
。
…
…
な
が
を
ひ
し
て
、
判
官
殿
を
し
へ
だ
て
ら
れ
、
あ
し
か
り
な
ん
と
、
 
 

カ 

お
ぼ
つ
か
な
く
覚
」
 
て
、
と
つ
て
か
へ
す
。
（
『
保
元
物
語
』
 
中
、
一
〇
七
頁
）
 
 
 

の
 

9
、
（
同
僚
の
遊
女
に
浮
気
し
た
法
師
に
対
す
る
遊
女
金
の
こ
と
ば
）
 
「
わ
法
師
め
が
人
あ
 
 

め  

L   

な
づ
り
し
て
、
人
こ
そ
あ
ら
め
、
お
も
て
を
な
ら
べ
た
る
物
に
心
う
つ
し
て
、
ね
た
き
 
 

め
見
す
る
に
、
物
な
ら
は
か
さ
ん
と
云
て
、
（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
、
三
〇
四
頁
）
 
 
 

1
0
、
女
房
の
方
に
は
、
い
と
堪
へ
が
た
か
り
し
こ
と
は
、
余
り
に
、
わ
が
御
身
一
つ
な
ら
 
 

ず
、
近
習
の
男
た
ち
を
召
し
集
め
て
、
女
房
た
ち
を
打
た
せ
お
は
し
ま
し
た
る
を
、
ね
 
 

た
き
こ
と
な
り
と
て
、
東
の
御
方
と
申
し
合
せ
て
、
十
八
日
に
は
御
所
を
打
ち
ま
ら
せ
 
 

つ
と
め
て
ぐ
ご
 
 

む
と
い
ふ
こ
と
を
談
義
し
て
、
十
八
日
に
、
早
朝
の
供
御
呆
つ
る
ほ
ど
に
、
台
盤
所
に
 
 

女
房
た
ち
寄
り
合
ひ
て
、
…
…
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二
、
二
八
四
頁
）
 
す
ー
 
 
 

H
、
世
に
は
心
え
ぬ
事
の
お
ほ
き
な
り
。
と
も
あ
る
こ
と
に
は
、
ま
づ
酒
を
勧
め
て
、
強
 
 

あ
 
 

ゆ
ゑ
 
 

ひ
飲
ま
せ
た
る
を
興
と
す
る
事
、
如
何
な
る
放
と
も
心
え
ず
。
（
略
）
 
明
く
る
日
ま
で
 
 

ふ
（
し
ヤ
う
ー
へ
た
 
 

い
た
 
 

頭
痛
く
、
物
食
は
ず
、
に
よ
び
臥
し
、
生
を
隔
て
た
る
や
う
に
し
て
、
昨
日
の
事
覚
 
 

ら
 
 

ぶ
ほ
車
け
わ
ぃ
ケ
い
し
 

え
ず
。
公
・
私
の
大
事
を
放
き
て
、
患
ひ
と
な
る
。
人
を
し
て
か
ゝ
る
目
を
見
す
る
事
、
 
 

か
ら
 
 
 

そ
む
 
 
 

慈
悲
も
な
く
、
礼
儀
に
も
背
け
り
。
か
く
辛
き
め
目
に
あ
ひ
た
ら
ん
人
、
矧
引
、
口
 
 

を
し
と
思
は
ぎ
ら
ん
や
。
（
『
徒
然
草
』
第
一
七
五
段
、
二
三
二
頁
）
 
 
 

1
2
、
さ
て
六
波
羅
よ
り
、
こ
の
度
は
世
の
つ
ね
の
行
啓
の
儀
式
に
て
、
持
明
院
殿
へ
人
ら
 
 

を
と
 
 
 
せ
給
。
両
院
も
ひ
く
つ
く
ろ
ひ
た
る
御
幸
の
よ
し
な
り
。
ひ
し
め
き
た
ち
ぬ
る
世
の
音
 
 

き
 

せ
ん
て
い
 
 

な
い
を
聞
こ
し
め
す
先
帝
の
御
心
ち
、
た
と
し
へ
な
く
ね
た
く
人
わ
ろ
し
。
（
『
増
鏡
』
、
 
 

四
五
五
頁
）
 
 

例
1
は
、
密
か
に
女
の
所
に
通
う
こ
と
が
ば
れ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
い
ま
い
ま
し
い
こ
 
 

と
に
、
雲
間
か
ら
月
の
光
が
漏
れ
た
と
い
う
の
は
、
秘
密
が
露
見
し
た
こ
と
を
た
と
え
て
い
 
 

る
。
例
2
は
、
肥
後
の
僧
の
菩
提
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
き
た
の
に
、
そ
の
僧
は
妻
の
知
ら
ぬ
 
 

間
に
往
生
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
妻
 
（
実
は
悪
魔
）
 
は
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
 
 

て
悔
し
が
る
。
そ
の
時
の
こ
と
ば
に
 
「
ね
た
し
」
 
が
用
い
ら
れ
る
。
僧
に
し
て
や
ら
れ
た
、
 
 

い
ま
い
ま
し
い
と
い
う
気
持
を
「
ね
た
し
」
が
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
例
3
は
、
餓
 
 

鬼
の
身
を
受
け
た
鬼
が
、
前
世
の
自
分
の
骸
に
対
し
て
 
「
ね
た
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
 
 

て
い
る
。
餓
鬼
の
姿
に
な
っ
た
の
は
、
骸
の
所
為
で
あ
る
。
し
て
や
ら
れ
た
と
い
う
気
持
と
、
 
 

（6）   
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骸
に
対
す
る
憎
悪
の
感
情
が
読
み
取
れ
る
。
例
4
は
、
子
息
の
資
盛
が
松
殿
に
邪
険
に
扱
わ
 
 

れ
た
こ
と
を
、
父
重
盛
が
「
ね
た
く
」
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
松
殿
の
仕
打
ち
に
対
し
 
 

て
、
い
ま
い
ま
し
く
思
い
憎
悪
し
た
あ
げ
く
に
、
そ
の
復
讐
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
例
5
は
、
 
 

「
雀
の
恩
返
し
」
 
の
話
。
隣
の
欲
張
り
女
に
わ
ざ
と
石
を
ぶ
つ
け
ら
れ
、
腰
を
折
ら
れ
た
上
 
 

に
、
数
ヶ
月
も
の
間
、
龍
め
置
か
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ひ
ど
い
目
に
合
わ
さ
れ
た
雀
が
 
 

「
ね
た
し
」
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
い
ま
し
く
思
い
、
女
に
対
し
て
憎
悪
の
感
 
 

情
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
6
は
、
恐
ろ
し
い
猪
だ
と
思
っ
た
も
の
が
実
は
朽
木
で
あ
 
 

っ
た
と
知
り
、
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

例
2
か
ら
例
5
ま
で
は
、
相
手
へ
の
憎
悪
の
気
持
か
ら
、
復
讐
を
行
っ
て
お
り
、
か
な
り
 
 

激
し
い
気
持
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
1
・
6
で
は
、
本
当
に
仕
返
し
す
る
と
は
考
え
ら
 
 

れ
な
い
が
、
「
い
ま
い
ま
し
く
て
、
仕
返
し
し
て
や
り
た
い
く
ら
い
」
と
い
う
気
持
が
込
め
 
 

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

例
7
は
、
殺
し
て
し
ま
い
た
い
よ
う
な
相
手
を
「
ね
た
し
」
と
思
う
人
と
い
う
。
例
8
は
、
 
 

頬
先
を
傷
つ
け
た
鎌
田
に
対
し
て
、
為
朝
が
 
「
い
ま
い
ま
し
い
」
と
思
い
、
報
復
し
た
い
と
 
 

思
っ
て
い
る
。
例
9
は
、
同
僚
と
浮
気
す
る
な
ど
と
い
う
仕
打
ち
に
対
し
て
、
「
い
ま
い
ま
 
 

し
い
」
と
い
う
気
持
を
述
べ
て
お
り
、
実
際
に
足
で
腰
を
締
め
付
け
る
と
い
う
報
復
に
出
て
 
 

い
る
。
例
1
0
は
、
御
所
様
 
（
後
深
草
院
）
 
が
近
習
の
男
た
ち
を
集
め
て
、
女
房
た
ち
を
粥
杖
 
 

（
正
月
の
粥
を
煮
る
時
に
、
粥
を
か
き
回
す
棒
。
こ
の
棒
で
子
ど
も
の
な
い
女
の
腰
を
打
つ
 
 

と
懐
妊
し
て
男
児
を
産
む
と
さ
れ
る
）
 
で
打
た
せ
た
こ
と
を
、
筆
者
や
東
の
御
方
 
（
春
宮
の
 
 

生
母
、
藤
原
情
子
）
た
ち
が
「
ね
た
し
」
と
思
っ
て
、
院
に
対
し
て
仕
返
し
を
企
む
と
い
う
 
 

の
で
あ
る
。
例
日
は
、
酒
を
無
理
に
飲
ま
せ
ら
れ
た
人
が
醒
め
て
か
ら
、
そ
の
仕
打
ち
に
怒
 
 

り
を
生
じ
る
と
い
い
、
例
1
2
は
、
退
位
さ
せ
ら
れ
た
先
帝
が
新
旧
交
替
の
際
、
世
の
中
の
賑
 
 

わ
し
い
音
を
聞
い
て
自
分
を
退
位
さ
せ
た
人
々
を
い
ま
い
ま
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
中
世
の
 
「
ね
た
し
」
は
、
基
本
的
に
、
主
体
が
、
相
手
 
（
対
象
）
 
か
ら
何
ら
か
の
 
 

仕
打
ち
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
仕
返
し
し
た
い
よ
う
な
腹
立
た
し
さ
を
感
ず
る
場
合
に
用
 
 

い
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
よ
う
に
 
 

な
り
た
い
と
い
う
あ
こ
が
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
汲
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
例
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
じ
ん
な
い
な
い
し
ょ
ま
う
 

も
の
 
 
 

1
3
、
佐
々
木
、
「
あ
夏
ば
れ
、
此
仁
も
内
々
所
望
す
る
と
き
ゝ
し
物
を
」
と
、
き
き
と
 
 

へ
あ
か
つ
き
〉
 

よ
（
舎
人
一
こ
こ
ろ
 
 

（
い
だ
）
 
 

お
も
ひ
い
だ
し
て
、
「
…
…
暁
 
た
ゝ
ん
と
て
の
夜
、
と
ね
り
に
心
を
あ
は
せ
て
、
さ
 
 

ご
ひ
さ
う
 
 

し
も
御
秘
蔵
候
い
け
ず
み
を
ぬ
す
み
す
ま
い
て
の
ぼ
り
さ
う
は
い
か
に
」
と
い
ひ
け
れ
 
 

か
ぢ
は
ら
こ
と
ば
は
ら
 
ば
、
梶
原
こ
の
詞
に
腹
 
 

が
ゐ
て
、
「
ね
〔
ツ
ー
た
い
、
さ
ら
ば
、
景
季
も
ぬ
す
む
べ
か
り
け
 
 
 

か
げ
す
ゑ
 
 

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
 
「
ね
た
し
」
 
は
、
平
安
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
「
相
手
の
仕
打
ち
 
 

や
行
為
、
あ
る
い
は
相
手
の
優
れ
た
様
子
に
対
し
て
、
自
分
の
負
け
（
相
手
の
優
越
）
 
を
悟
 
 

っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
」
を
表
す
形
容
詞
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
 
 

て
、
現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
い
」
 
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
対
す
る
 
 

「
あ
こ
が
れ
」
 
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
な
例
も
、
少
数
な
が
ら
現
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
 
 

平
安
時
代
に
見
ら
れ
た
、
自
ら
の
行
為
の
失
敗
に
気
づ
い
た
時
に
生
じ
る
腹
立
た
し
い
心
的
 
 

状
態
を
表
す
例
や
相
手
の
素
晴
ら
し
い
状
態
を
表
す
用
例
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
文
献
に
 
 

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

平
安
時
代
の
 
「
ね
た
し
」
は
、
本
来
の
 
「
相
手
の
仕
打
ち
や
行
為
、
あ
る
い
は
、
相
手
の
 
 

優
れ
た
様
子
に
対
し
て
、
自
分
の
負
け
 
（
相
手
の
優
越
）
 
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
 
 

た
心
的
状
態
」
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
平
安
中
期
頃
 
（
十
世
紀
は
じ
め
）
 
に
「
自
分
自
身
 
 

の
失
敗
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
負
け
を
悟
っ
た
時
の
痛
切
な
怒
り
に
似
た
心
的
状
態
」
と
い
う
 
 

意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
平
安
中
期
末
か
ら
平
安
後
期
初
頭
 
（
十
世
 
 

紀
末
か
ら
十
一
世
紀
は
じ
め
）
 
に
は
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
 
「
ね
た
し
」
と
思
わ
れ
る
く
ら
 
 

い
素
晴
ら
し
い
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
次
第
に
そ
の
意
味
を
広
げ
 
 

て
い
っ
た
。
中
世
の
 
「
ね
た
し
」
 
に
は
、
平
安
時
代
に
広
が
っ
た
意
味
で
の
使
用
例
が
見
ら
 
 

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
範
囲
を
狭
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
 
 

た
、
意
味
を
狭
め
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
こ
が
れ
る
よ
 
 

う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
な
例
が
出
現
し
始
め
る
。
今
後
は
、
更
に
調
査
資
料
を
広
げ
、
 
 

こ
の
例
は
、
自
分
が
欲
し
か
っ
た
馬
に
佐
々
木
が
乗
っ
て
い
る
の
を
見
て
 
「
ね
 
（
ツ
）
 
た
 
 

い
」
 
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
を
見
て
、
「
し
て
や
ら
れ
た
」
と
い
う
 
 

気
持
と
な
り
、
自
分
の
負
け
を
痛
感
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
も
佐
々
木
の
 
 

よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
「
あ
こ
が
れ
」
の
気
持
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 

現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
い
」
 
に
見
ら
れ
る
、
相
手
の
恵
ま
れ
た
様
子
に
あ
こ
が
れ
る
と
い
う
 
 

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
こ
の
時
期
か
ら
現
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
『
天
草
版
平
 
 

家
物
語
』
 
で
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 
 

1
4
、
梶
原
こ
の
こ
と
ば
に
腹
が
ゐ
て
、
ね
っ
た
う
さ
ら
ば
梶
原
も
次
皿
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
 
 
 

も
の
を
と
ど
っ
と
笑
う
て
の
い
た
と
申
す
。
（
『
天
草
版
平
家
物
語
』
、
二
三
三
頁
）
 
 

（
追
〉
 
 

る
物
を
」
と
て
、
ど
ラ
と
わ
ら
▲
ツ
〉
て
の
き
に
け
り
。
（
『
平
家
物
語
』
卜
、
一
六
七
頁
）
 
 

（7）   
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こ
の
点
を
検
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
 
 
 

の 

中
世
で
は
、
現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
い
」
に
通
じ
る
「
ね
た
ま
し
」
 
の
例
も
『
古
今
著
聞
 
 

集
』
 
に
見
ら
れ
る
。
 
 
 

い
で
き
 
 
 

1
5
、
鎌
倉
前
石
大
将
家
に
、
東
八
ケ
国
う
ち
す
ぐ
り
た
る
大
力
の
相
撲
出
来
て
、
ま
う
 
 

ナ
ガ
ヰ
 
 

し
て
い
は
申
云
く
、
「
当
時
長
居
に
手
向
ひ
す
べ
き
人
お
ぼ
え
候
は
ず
。
畠
山
庄
司
次
 
 

郎
ば
か
り
ぞ
心
に
く
う
候
。
そ
れ
と
て
も
、
な
が
ゐ
を
ば
、
た
や
す
く
は
、
い
か
で
か
 
 

き
き
た
ま
ひ
 
 

ひ
き
は
た
ら
か
し
侍
ら
ん
」
 
と
、
詞
も
慣
ら
ず
い
ひ
け
り
。
大
将
聞
給
 
て
、
 
 

い
で
き
 
 

此
街
ね
た
ま
し
う
イ
 
 

ぃ
．
や
劃
u
引
思
ひ
た
ま
ひ
た
る
折
ふ
し
、
重
恩
出
来
た
り
け
り
。
（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
 
 

の
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 

た
ま
ふ
と
こ
ろ
 
 

け
ん
、
い
か
に
も
失
を
見
出
さ
ん
と
お
も
ひ
給
処
に
 
（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
∴
一
二
 
 
 

一
六
頁
）
 
 

例
1
5
は
、
大
系
本
の
底
本
の
本
文
で
は
「
い
や
ま
し
う
」
と
あ
る
が
、
異
本
注
記
に
よ
れ
 
 

へ
＝
津
4
一
 
 

ば
「
此
事
ね
た
ま
し
う
」
と
あ
る
。
例
1
6
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
大
系
本
の
頭
注
の
通
 
 

り
「
ね
た
ま
し
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
相
撲
取
の
長
居
の
倣
慢
で
、
誰
悼
る
こ
と
の
 
 

な
い
話
に
、
頼
朝
が
「
ね
た
ま
し
」
と
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
倣
慢
な
話
、
態
度
が
い
 
 

ま
い
ま
し
く
、
痛
に
障
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
と
か
し
て
こ
の
痛
な
長
居
の
鼻
を
へ
し
折
っ
 
 

て
や
り
た
い
と
い
う
思
い
を
こ
の
 
「
ね
た
ま
し
」
が
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
語
形
と
 
 

し
て
は
現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
い
」
 
に
通
じ
る
が
、
意
味
の
上
で
は
、
現
代
語
の
よ
う
に
、
 
 

相
手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
こ
が
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
見
ら
れ
な
い
。
 
 
 

例
1
7
で
は
、
師
匠
で
あ
る
自
分
を
超
え
る
ほ
ど
の
腕
前
と
な
っ
た
弟
子
を
見
て
、
「
ね
た
 
 

ま
し
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
何
と
か
し
て
欠
点
を
見
つ
け
て
、
ギ
ヤ
フ
ン
と
言
わ
せ
て
や
り
 
 

た
い
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
相
手
に
し
て
や
ら
れ
た
と
い
う
気
持
と
と
も
に
、
 
 

「
あ
こ
が
れ
」
 
の
よ
う
な
気
持
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
あ
り
、
現
代
語
の
 
「
ね
た
ま
し
 
 

い
」
 
に
か
な
り
近
い
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

1
6
、
大
将
人
 
興
し
給
て
、
「
そ
の
庭
に
な
が
ゐ
め
が
候
ぞ
。
貴
殿
と
手
合
を
し
て
心
見
 
 

う
 
 

お
も
ひ
 
 
 

候
へ
ば
、
頼
朝
な
り
と
も
い
で
ゝ
心
見
ば
や
と
恩
給
へ
ど
も
、
と
り
わ
き
そ
こ
を
て
こ
 
 

ま
う
す
 
 
 

ひ
申
ぞ
。
心
み
給
へ
」
と
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
 
（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
、
三
〇
三
頁
）
 
 

お
な
じ
す
き
 
1
7
、
同
僧
正
の
も
と
許
に
、
絵
か
く
侍
法
師
あ
り
け
り
。
あ
ま
り
に
好
な
ら
ひ
け
れ
ば
、
 
 

十
、
三
〇
二
頁
）
 
 

（
じ
ゆ
き
や
う
〕
 
 
た
ま
ひ
 
 

ぢ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
 
 
後
ざ
ま
に
は
僧
正
の
筆
を
も
恥
ざ
 

つ
か
 
 

う
ち
す
ぐ
 
 

ま
う
し
 
 

ば
や
と
申
候
也
。
東
八
ケ
国
打
勝
り
た
る
よ
し
自
称
仕
ま
つ
る
、
紬
ね
引
u
引
お
ぼ
え
 
 

て
あ
は
せ
 
 

第
三
節
 
「
ね
た
し
」
の
意
味
分
析
に
お
け
る
課
題
 
 

本
稿
で
は
、
上
代
か
ら
中
世
の
仮
名
文
学
作
品
を
主
な
資
料
と
し
て
、
上
代
に
お
け
る
 
 

「
ね
た
む
」
、
上
代
、
中
古
に
お
け
る
「
ね
た
し
」
、
中
世
に
お
け
る
「
ね
た
し
」
「
ね
た
ま
し
」
 
 

の
意
味
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
分
析
の
結
果
、
上
代
か
ら
中
世
の
形
容
詞
「
ね
た
し
」
 
の
 
 

意
味
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
解
明
し
得
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
上
代
で
考
察
し
た
動
詞
「
ね
た
 
 

む
」
 
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
中
古
以
降
の
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
。
動
詞
「
ね
た
む
」
 
の
意
 
 

味
は
、
形
容
詞
「
ね
た
し
」
 
「
ね
た
ま
し
」
 
の
意
味
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
 
 

特
に
 
「
ね
た
し
」
 
の
用
例
を
多
く
抽
出
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
中
世
に
お
い
て
は
、
動
 
 

詞
「
ね
た
む
」
の
意
味
分
析
が
必
要
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
中
古
・
中
世
の
動
詞
「
ね
た
む
」
 
 

の
用
例
を
さ
ら
に
広
く
検
討
し
、
そ
の
意
味
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
形
容
詞
「
ね
た
し
」
 
 

「
ね
た
ま
し
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 
 
 

ま
た
、
中
古
で
は
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
 
「
ね
た
し
」
は
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
そ
 
 

れ
ほ
ど
多
く
の
用
例
を
見
な
く
な
り
、
現
代
語
で
は
、
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
」
 
 

方
で
、
新
た
な
語
形
で
あ
る
「
ね
た
ま
し
」
が
中
世
に
な
っ
て
出
現
し
、
現
代
ま
で
使
用
さ
 
 

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
に
残
さ
れ
た
大
 
 

き
な
課
題
で
あ
る
。
 
 

注
 
 
 

（
注
1
）
 
石
川
徹
「
平
安
文
学
語
意
考
考
証
 
（
そ
の
三
）
 
お
ぼ
ゆ
・
な
つ
か
し
・
く
や
 
 

し
・
ね
た
し
・
く
ち
を
し
」
。
こ
の
他
に
、
服
部
み
つ
子
 
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
類
 
 

義
語
ク
ヤ
シ
と
ネ
タ
シ
の
意
味
の
違
い
」
 
が
あ
る
。
服
部
氏
は
、
「
ね
た
し
」
 
の
 
 

意
味
を
 
「
現
在
、
あ
る
状
態
に
お
い
て
、
あ
る
人
自
身
や
あ
る
人
の
態
度
に
対
し
て
、
 
 

ま
た
、
自
分
の
失
敗
に
対
し
て
反
射
的
に
起
こ
る
感
情
」
と
捉
え
て
い
る
。
 
 
 

（
注
2
）
 
引
用
は
、
石
塚
晴
通
 
『
囲
書
寮
本
日
本
書
紀
 
本
文
編
』
 
（
美
季
出
版
社
、
昭
和
 
 

五
五
年
三
月
）
 
に
よ
る
。
 
 
 

（
注
3
）
本
稿
に
お
け
る
、
「
連
体
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
」
と
は
、
「
ね
た
き
」
 
 

「
ね
た
か
り
け
る
」
な
ど
名
詞
を
修
飾
す
る
場
合
を
指
し
、
「
述
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
 
 

以
上
、
中
世
に
お
け
る
 
「
ね
た
し
」
 
「
ね
た
ま
し
」
 
の
用
例
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。
 
 

中
古
か
ら
の
意
味
変
化
と
、
現
代
語
「
ね
た
ま
し
い
」
 
に
通
ず
る
よ
う
な
意
味
で
の
使
用
例
 
 

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
用
例
数
が
少
な
く
、
変
化
の
時
期
な
ど
に
つ
い
て
確
実
な
こ
 
 

と
が
言
え
な
い
。
さ
ら
に
調
査
範
囲
を
広
げ
、
多
く
の
用
例
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
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。
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れ
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。
 
 

補
注
 
 
 

本
稿
の
引
用
文
は
下
記
に
示
す
例
以
外
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
が
、
『
日
本
書
 
 

紀
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図
書
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日
本
書
紀
 
本
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霊
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記
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潮
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岩
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よ
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