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「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
に
つ
い
て

山

下

口禾

弘

は
じ
め
に

　
宇
治
拾
遣
物
語
に
お
い
て
今
昔
物
語
集
に
対
応
す
る
文
が
あ
る
場
合
の
「
い

と
ど
」
は
十
例
あ
る
が
、
今
昔
物
語
集
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
六
例
が
「
弥
．
（
い

よ
い
よ
）
」
、
「
更
二
」
と
「
只
」
が
一
例
ず
つ
、
他
二
例
は
対
応
す
る
語
が
な
い
、

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
昔
物
語
集
で
は
「
い
と
ど
」
二
例
に
対
し
、
「
弥
．

（
い
よ
い
よ
）
」
三
四
四
例
と
、
「
弥
．
（
い
よ
い
よ
）
」
偏
用
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
現
象
に
つ
い
て
平
城
俊
太
郎
氏
は
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一

意
味
の
違
い
は
な
く
、
文
章
様
式
上
の
違
い
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
は
「
い
と
ど
」
が
十
九
例
、
「
い
よ
い
よ
」
が
二

十
例
と
、
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
要
語
の
間
に
意
味
の
違
い
が
な
い
と
す
る
と
、

な
ぜ
一
方
だ
け
に
摂
せ
ら
れ
ず
に
両
語
が
伯
仲
す
る
勢
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
宇
治
拾
遺
物
語
の
場
合
は
、
先
行
の
説
話
を
類
聚
し

た
も
の
で
、
前
代
の
文
章
が
そ
の
ま
ま
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も

あ
る
。
が
、
宇
治
拾
遺
物
語
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
こ
ろ
の
他
の
作
品
で
も
「
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
二

と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
は
し
ば
し
ば
混
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
す
る
と
、
や
は
り
両
語
に
は
何
ら
か
の
意
味
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
両
語
に
つ
い
て
、
か
つ
て
原
栄
一
氏
は
『
「
い
と
ど
」
は
消
極
的
・
萎
縮
的
な

場
面
に
用
い
ら
れ
、
「
い
よ
い
よ
」
は
積
極
的
・
発
展
的
な
場
面
に
用
い
ら
れ

る
。
い
わ
ば
前
者
は
内
向
的
累
加
表
示
の
情
態
性
程
度
副
詞
、
後
者
は
外
向
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
三

累
加
表
示
の
情
態
性
程
度
副
詞
で
あ
る
。
』
と
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
い

と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
は
意
味
の
上
で
は
基
本
的
な
違
い
は
な
い
が
、
あ
る

種
の
、
印
象
の
違
い
と
で
も
い
う
よ
う
な
こ
と
（
消
極
的
・
萎
縮
的
と
積
極

的
・
発
展
的
）
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
舩
重

氏
は
こ
れ
に
対
し
て
、
原
氏
が
こ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
平
家
物
語
と
宇
治
拾

遺
物
語
の
用
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
例
外
が
多
す
ぎ
る
う
え
、
「
消
極
的
・
萎

縮
的
」
及
び
「
積
極
的
。
発
展
的
」
で
あ
る
と
す
る
基
準
も
曖
昧
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
四

で
、
賛
成
し
か
ね
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
原
氏
の
説
は
、
あ
る
種
の
印
象
の
違
い
を
両
語
の
間
に
認
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
異
論
が
出
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
舩
諸
氏
や
原
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」

の
間
に
は
、
は
た
し
て
意
味
の
違
い
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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吉
沢
義
則
博
士
は
『
源
語
釈
泉
』
の
「
「
い
と
ゴ
」
と
「
い
よ
く
」
」
で
、

『「

｢
と
寓
」
は
物
の
隠
子
を
示
し
、
「
い
よ
／
＼
」
は
物
の
進
行
を
示
す
や
う

で
あ
り
、
「
い
と
ゴ
」
は
「
一
層
」
と
遠
し
、
「
い
よ
く
」
は
、
今
の
「
い
よ

く
」
と
記
す
べ
き
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
が
、
平
安
時
代
に
於
て
は
、
大
弓

同
義
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
る
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
㈲
・
回
・
㈲
・
ω
の
諸

註
五

例
か
ら
焦
せ
ら
れ
や
う
。
こ
の
四
例
の
如
く
、
近
接
し
て
二
度
用
ひ
ら
れ
る
場

合
に
は
、
用
語
の
重
複
を
避
け
て
、
使
ひ
わ
け
た
に
過
ぎ
な
い
や
う
に
思
は
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
「
い
よ
／
＼
」
の
方
が
「
い
と
ゴ
」
よ
り
も
力
強
い
．
や
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
語
の
み
用
ひ
る
場
合
に
は
、
そ
の
場
合
の
口
調
に
よ
っ

て
澤
ん
だ
も
の
で
は
無
か
ら
う
か
』
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
両
語
が
大
体
同

義
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
「
い
よ
い
よ
」
の
方
が
力
強
い
、
と
い
う
こ
と
に

対
し
、
原
氏
の
説
は
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
次
節
以
下
、
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
と

両
語
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
原
理
の
検
討
さ

れ
た
文
献
で
あ
る
宇
治
拾
遺
物
語
の
用
例
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、

原
氏
が
こ
の
中
に
か
の
現
象
の
「
例
外
」
を
認
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
注
目
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
吉
沢
博
士
の
説
を
も
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

〈
註
〉

一、

t
城
俊
太
郎
氏
「
今
昔
物
語
集
の
「
弥
．
」
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
（
二
）
」
『
国
語
学
』

　
搦
昭
5
8
。
1
2
、
燭
昭
5
9
・
3
。

二
、
次
の
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
諸
作
品
に
、
両
語

　
が
伯
仲
し
た
勢
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
確
か
に
今
昔
物
語
集
は
異
質

　
で
あ
る
。
（
古
本
説
話
集
は
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
、
他
は
日
本
古
典
文
学
大
系
の

　
本
文
中
の
用
例
数
で
あ
る
）

い
と
ど
蒙
2

古本説話集 5 6

今昔物語集 2 344

宇治拾遺物語 19 20

保元物語 5 11

平治物語 4 3

平家物語 24 27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
原
栄
一
．
氏
「
中
世
初
頭
に
お
け
る
「
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
対
照
的
用
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
」
『
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
文
科
学
篇
』
1
5
昭
5
3
・
3
。
原
氏
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
平
家
物
語
副
詞
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
そ
の
二
」
『
語
文
研
究
』
3
7
昭
4
9
・
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
「
和
漢
混
濡
文
に
お
け
る
文
学
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
i
「
平
家
物
語
」
と
「
保
元
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
」
の
副
詞
か
ら
一
」
『
春
日
和
男
教
授

　
退
官
記
念
・
語
文
論
叢
』
昭
5
3
・
1
1
桜
楓
社
、
に
お
い
て
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

四
、
一
と
同
じ
。

五
、
㈹
回
何
ω
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匡

　
㈹
麗
景
殿
と
聞
え
し
は
、
み
や
達
も
お
は
せ
ず
、
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
い
よ

　
．
纏
ガ
は
れ
な
る
鶴
麹
、
た
つ
こ
の
大
鷺
購
呪
逆
毛
に
も
て
隠
さ
れ
て
雪
ぐ

　
　
し
給
ふ
な
る
べ
し
。
（
空
士
巻
）

　
㈲
「
…
今
日
は
碁
も
打
た
で
さ
う
み
＼
し
や
」
と
て
、
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
い
よ
／
＼

　
　
御
衣
引
被
き
て
臥
し
ロ
へ
り
。
（
中
略
）
日
一
日
入
り
居
て
慰
め
聞
こ
え
給
へ
ど
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
　
き
が
た
き
御
田
色
、
い
と
ゴ
ら
う
た
一
な
り
。

　
の
か
う
絵
ど
も
集
め
ら
る
～
と
聞
き
給
ひ
て
権
中
納
言
い
と
ゴ
心
を
壷
し
て
軸
・
表

　
　
紙
・
組
の
飾
り
い
よ
ノ
＼
・
整
へ
給
ふ
（
給
合
巻
）

　
ω
な
つ
・
か
し
き
程
に
な
れ
た
る
御
衣
ど
も
を
、
い
よ
ノ
＼
た
き
し
め
給
ひ
て
、
心
こ

　
　
と
に
け
さ
う
じ
暮
し
給
へ
ば
、
い
と
ゾ
心
弱
か
ら
む
人
は
い
か
望
と
見
え
た
り

　
　
（
模
巻
）

　
原
動
が
平
家
物
語
と
宇
治
拾
遺
物
語
に
つ
い
て
「
い
と
ど
」
に
「
消
極
的
・

萎
縮
的
」
、
「
い
よ
い
よ
」
に
「
積
極
的
。
発
展
的
」
な
傾
向
を
見
出
さ
れ
た
こ
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と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
原
氏
自
身
が
例
外
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一

認
め
て
お
ら
れ
る
の
は
宇
治
拾
遺
物
語
の
「
い
と
ど
」
で
あ
る
。
氏
が
例
外
と

さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
は
、
意
味
的
に
何
か
違
い
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
宇
治
拾
遺
物
語
で
氏
が
例
外
と
さ
れ
た
の
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

　
①
潮
の
み
ち
け
れ
ば
、
舟
は
う
き
た
り
け
る
を
、
は
な
つ
き
に
、
す
こ
し
吹

　
　
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
干
潮
に
ひ
か
れ
て
、
は
る
か
に
み
な
と
へ

　
　
出
で
に
け
り
。
沖
に
て
は
、
い
と
ゴ
風
吹
ま
さ
り
け
れ
ば
帆
を
あ
げ
た
る

　
　
や
う
に
て
行
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
六
）

　
②
…
…
観
音
に
む
か
ひ
奉
て
、
な
く
く
申
み
た
る
程
に
…
…
（
夢
で
観
音

　
　
が
、
助
け
て
や
る
、
頼
も
し
い
男
を
む
ご
に
し
て
や
る
、
と
い
う
。
そ
の

　
　
日
の
夕
方
、
旅
人
の
一
行
が
女
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
く
る
。
彼
ら
の
主
人

　
　
が
女
を
好
き
に
な
る
）
…
…
い
と
ほ
し
か
り
つ
る
事
を
、
思
ひ
か
け
ぬ
人

　
　
の
き
て
、
た
の
も
し
げ
に
い
ひ
て
い
ぬ
る
は
、
い
と
か
く
た
ゴ
観
音
の
導

　
　
か
せ
給
な
め
り
と
思
て
、
い
と
ゴ
手
を
す
り
て
念
じ
奉
る
程
に
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
八
）

　
③
（
則
光
が
あ
る
夜
、
盗
人
を
斬
り
殺
し
た
。
返
り
血
や
刀
の
血
な
ど
を
始

　
　
潔
し
、
死
体
を
放
置
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
翌
朝
、
知
ら
ぬ
男
が
、
自
分

　
　
が
退
治
し
た
と
威
張
っ
て
説
明
し
て
い
る
）
「
…
…
」
と
、
た
ち
ぬ
居
ぬ
、

　
　
指
を
さ
し
な
ど
、
か
た
り
居
れ
ば
、
人
々
、
「
さ
て
／
＼
」
と
い
ひ
て
問
ひ

　
　
き
け
ば
、
い
と
穿
狂
ふ
や
う
に
し
て
か
た
り
を
る
。
　
　
　
（
＝
二
二
）

　
「
い
と
ど
」
が
「
消
極
的
・
萎
縮
的
」
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
の
三
例
に
は

ど
う
も
そ
れ
が
見
え
な
い
と
原
氏
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
三
例
の
「
い
と
ど
」
の
意
味
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
①
で
あ
る
が
、
「
い
と
ど
」
は
「
累
加
」
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で

考
え
て
み
る
と
、
「
い
と
ど
風
吹
ま
さ
り
け
れ
ば
帆
を
あ
げ
た
る
や
う
に
て
行
」

と
い
う
こ
と
の
前
に
、
こ
れ
よ
り
も
程
度
の
小
さ
い
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
は
な
つ
き
に
、
す
こ
し
吹
い
だ
さ
れ
た

り
け
る
ほ
ど
に
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
整
理
す
る
と
、

　
0
は
な
つ
き
に
、
す
こ
し
吹
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
ほ
ど
に
…
…

　
口
沖
に
て
は
い
と
ゴ
風
吹
ま
さ
り
け
れ
ば
帆
を
あ
げ
た
る
や
う
に
て
行
。

と
な
り
、
口
の
方
が
e
よ
り
も
程
度
、
こ
の
場
合
は
風
の
強
さ
が
大
で
あ
る
、

と
い
う
形
で
理
解
で
き
よ
う
。

　
②
に
つ
い
て
①
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
い
と
ズ
手
を
す
り
て
念

じ
奉
る
程
に
」
の
前
に
あ
る
、
「
観
音
に
む
か
ひ
奉
り
て
、
な
く
／
＼
申
し
み
た

る
程
に
」
と
い
う
の
が
見
え
る
。
直
接
「
手
を
す
り
」
あ
わ
せ
て
い
た
、
と
い

う
記
述
は
な
い
が
、
そ
う
い
う
動
作
を
以
て
観
音
に
祈
っ
て
願
い
を
訴
え
て
い

た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
整
理
す
る
と
、

　
e
観
音
に
む
か
ひ
奉
り
て
、
な
く
／
＼
申
し
み
た
る
程
に
…
…

　
⇔
い
と
ゴ
手
を
す
り
て
念
じ
奉
る
程
に
…
…

と
な
り
、
口
の
方
が
e
よ
り
も
心
を
こ
め
て
祈
る
度
合
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
③
も
同
様
に
、
「
い
と
ゴ
狂
ふ
や
う
に
し
て
か
た
り
を
る
」
の
前
に
「
た
ち
ぬ

居
ぬ
、
指
を
さ
し
な
ど
、
か
た
り
居
れ
ば
」
と
、
男
が
身
振
り
手
振
り
も
激
し

く
説
明
し
て
い
る
行
動
が
あ
る
の
を
そ
れ
と
捉
え
れ
ば
、

　
0
た
ち
ぬ
居
ぬ
、
指
を
さ
し
な
ど
、
か
た
り
居
れ
ば
…
…

　
ω
い
と
ゴ
狂
ふ
や
う
に
し
て
か
た
り
を
る
。

と
整
理
で
き
、
口
の
方
が
0
よ
り
も
男
の
行
動
が
激
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
以
上
三
例
を
見
て
み
る
と
、
「
い
と
ど
」
が
修
飾
す
る
方
が
前
の
状
況
・
動
作
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よ
り
も
程
度
が
大
で
あ
る
、
と
い
う
形
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
も
、
三

例
と
も
、
「
い
と
ど
」
が
来
る
前
に
、
そ
の
状
況
・
動
作
が
よ
り
大
に
な
る
た
め

の
、
「
原
因
」
「
契
機
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
①
は
、

舟
が
沖
に
出
て
し
ま
う
こ
と
で
ま
す
ま
す
風
が
強
く
吹
き
つ
の
っ
た
の
だ
し
、

②
は
頼
も
し
い
男
を
よ
こ
・
し
て
く
れ
た
こ
と
で
ま
す
ま
す
観
音
を
拝
む
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
③
は
男
が
得
意
に
な
っ
て
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
周

囲
の
見
物
人
達
が
「
さ
て
く
」
な
ど
と
男
を
お
だ
て
け
し
か
け
る
た
め
に
、

男
は
ま
す
ま
す
狂
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三

例
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
①
②
③
共
、
口
と
し
た
、
「
い
と
ど
」
が
修
飾
す
る
も

の
の
方
が
程
度
が
大
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
累
加
の
原
因
」
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
が
e
の
上
に
加
わ
っ
た
た
め
に
口
の
よ
う
に
ま
す
ま
す
程
度
が
大
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
原
罪
が
例
外
と
さ
れ
た
以
外
の
用
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
か
く
て
前
に
て
、
生
け
な
が
ら
毛
を
む
し
ら
せ
け
れ
ば
、
し
ば
し
は
、
ふ

　
　
た
く
と
す
る
を
、
お
さ
へ
て
、
た
ゴ
む
し
り
に
む
し
り
け
れ
ば
、
鳥
の
、

　
　
目
よ
り
血
の
涙
を
た
れ
て
、
目
を
し
ば
た
、
き
て
、
こ
れ
か
れ
に
見
あ
は

　
　
せ
け
る
を
み
て
、
え
堪
へ
ず
し
て
、
立
て
退
く
も
の
も
あ
り
け
り
。
「
こ
れ

　
　
が
か
く
鳴
事
」
と
、
興
じ
わ
ら
ひ
て
、
い
と
ゴ
な
さ
け
な
げ
に
む
し
る
も

　
　
の
も
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
九
）

生
き
た
ま
ま
毛
を
む
し
る
と
い
う
「
な
さ
け
な
げ
」
な
仕
打
ち
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
鳥
が
堪
え
き
れ
ず
に
鳴
く
の
を
面
白
が
っ
て
、
ま
す
ま
す
「
な
さ
け
な

げ
」
に
毛
を
む
し
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
と
ど
」
の
場
合
に
も
、
あ
る
甚
だ

し
い
事
態
が
あ
り
、
そ
れ
に
あ
る
こ
と
が
更
に
加
わ
っ
て
、
そ
の
た
め
一
層
そ

の
事
態
が
甚
し
く
な
る
と
い
う
構
図
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
年
七
十
齢
ば
か
り
な
る
翁
の
、
髪
も
は
げ
て
、
白
き
と
て
も
お
ろ
／
＼
あ

　
　
る
頭
に
、
ふ
く
ろ
の
鳥
帽
子
を
ひ
き
入
て
、
も
と
も
小
さ
き
が
、
い
と
ゴ

　
　
腰
か
ゴ
ま
り
た
る
が
、
杖
に
す
が
り
て
歩
む
。
　
　
　
　
　
（
一
三
六
）

こ
れ
は
、
も
と
も
と
小
柄
な
老
人
で
あ
る
の
が
、
腰
が
ま
が
っ
て
い
る
、
と
い

う
原
因
で
一
層
小
さ
く
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
コ

層
」
甚
し
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
な
る
原
因
が
あ
る
、
と
い
う
形
な
の

で
あ
る
。

　
宇
治
拾
遺
物
語
の
「
い
と
ど
」
の
例
を
い
ま
ま
で
五
例
見
て
き
た
が
、
最
初

の
三
例
．
と
後
の
二
例
と
の
問
に
、
意
味
の
違
い
は
見
え
ず
、
み
な
同
じ
で
あ
る

と
い
え
る
と
思
う
。
宇
治
拾
遺
物
語
の
「
い
と
ど
」
の
用
例
は
、
あ
と
十
四
例

あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
同
様
の
形
、
す
な
わ
ち
e
よ
り
も
・
「
い
と
ど
」

が
修
飾
す
る
口
の
方
が
程
度
が
大
で
あ
っ
て
、
口
に
至
る
原
因
、
と
い
う
も
の

が
あ
る
と
い
う
事
で
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
す
べ
て
の
用
例
に
、

こ
れ
ら
の
要
素
が
み
な
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
記
さ
れ
て
い

な
く
て
も
無
理
な
く
推
測
で
き
る
し
、
推
測
し
た
方
が
理
解
し
易
く
な
る
の
で

あ
る
。〈

註
V

　
一
、
原
栄
一
氏
「
中
世
初
頭
に
お
け
る
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
対
照
的
用
法

　
　
に
つ
い
て
」

　
な
お
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
用
例
は
、
原
氏
が
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
て
お
ら
れ
、

そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
同
大
系
本
を
用
い
た
。
以
下
、
本
稿
で
の
宇

治
拾
遺
物
語
の
用
例
は
す
べ
て
同
大
二
本
に
よ
る
。

二

前
節
で
、
「
い
と
ど
」
の
意
味
を
宇
治
拾
遺
物
語
の
用
例
で
考
え
て
み
た
。
そ
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れ
は
、
日
と
い
う
事
態
が
何
ら
か
の
「
原
因
」
「
契
機
」
に
よ
っ
て
、
「
い
と
ど
」

が
修
飾
す
る
口
の
事
態
に
累
加
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
や
は

り
原
氏
が
か
の
傾
向
を
指
摘
さ
れ
た
平
家
物
語
の
「
い
と
ど
」
の
意
味
は
ど
う

か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
同
様
に
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
忠
盛
又
仙
洞
に
最
愛
の
女
房
を
も
（
．
）
て
か
よ
は
れ
け
る
が
、
あ
る
時
其
女

　
　
房
の
つ
ぼ
ね
に
、
妻
に
月
出
し
た
る
扇
を
託
て
出
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
か

　
　
た
え
の
女
房
た
ち
、
「
是
は
い
つ
く
よ
り
の
月
影
そ
や
。
出
ど
こ
ろ
お
ぼ
つ

　
　
か
な
し
」
と
わ
ら
ひ
あ
は
れ
け
れ
ば
、
彼
女
房
、

　
　
　
雲
井
よ
り
た
ゴ
も
り
き
た
る
月
な
れ
ば

　
　
　
　
お
ぼ
ろ
げ
に
て
は
い
は
じ
と
そ
お
も
ふ

　
　
と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
い
と
ゴ
あ
さ
か
ら
ず
ぞ
思
は
れ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
、
鰭
）

こ
れ
は
、
忠
盛
に
は
仙
洞
御
所
の
女
房
の
中
に
最
愛
の
恋
人
が
い
た
、
と
い
う

の
が
e
、
そ
し
て
彼
女
が
他
の
女
房
に
か
ら
か
わ
れ
た
と
き
に
、
和
歌
を
以
て

優
雅
に
か
わ
し
て
な
お
か
つ
忠
盛
へ
の
愛
を
表
明
し
た
と
い
う
で
き
ご
と
を

『
原
因
』
と
し
て
、
忠
盛
が
前
よ
り
も
一
層
、
彼
女
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
の
が
口
で
あ
る
。

　
平
家
物
語
に
お
い
て
も
、
文
脈
に
よ
る
推
測
の
助
け
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
い

用
例
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
形
に
し
ょ
う
と
し
て
無
理
な
も
の
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
源
氏
物
語
の
用
例
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

　
　
む
ら
さ
き
の
う
へ
い
た
う
わ
つ
ら
ひ
給
し
御
心
ち
の
後
い
と
あ
つ
し
く
な

　
　
り
給
て
そ
の
は
か
と
な
く
な
や
み
わ
た
り
給
こ
と
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
い
と

　
　
お
と
ろ
／
＼
し
う
は
あ
ら
ね
と
と
し
月
か
さ
な
れ
は
た
の
も
し
け
な
く
い

　
　
笥
あ
え
か
に
な
り
ま
さ
り
給
へ
る
を
院
の
お
も
ほ
し
な
け
く
事
か
き
り

　
　
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
法
）

こ
れ
を
、
い
ま
ま
で
に
考
え
た
形
で
捉
え
る
と
、
紫
の
上
が
大
病
を
し
た
あ
と
、

快
方
に
向
か
う
で
も
な
く
ひ
ど
く
虚
弱
に
な
っ
た
状
態
が
長
く
続
い
た
、
と
い

う
こ
と
が
H
、
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
年
月
が
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
『
原
因
』

で
、
「
い
と
ど
あ
え
か
に
な
り
ま
さ
り
給
へ
る
（
一
層
弱
々
し
く
な
ら
れ
た
）
」

の
が
口
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　
　
や
み
に
く
れ
て
ふ
し
＼
つ
み
給
へ
る
ほ
と
に
草
も
た
か
く
な
り
野
わ
き
に

　
　
い
と
ゴ
あ
れ
た
る
心
地
し
て
月
影
は
か
り
そ
や
へ
む
く
ら
に
も
さ
は
ら
す

　
　
さ
し
い
り
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壷
）

こ
れ
は
、
桐
壺
の
更
衣
の
死
後
、
彼
女
の
私
邸
に
今
や
ひ
と
り
で
住
ん
で
い
る

老
母
を
靱
負
の
命
婦
が
勅
使
と
し
て
尋
ね
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
ま
で

と
同
じ
形
で
整
理
す
る
と
、
庭
が
「
草
も
た
か
く
な
り
」
と
い
う
表
現
で
荒
れ

て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
の
が
の
、
野
分
が
吹
き
あ
れ
た
と
い
う
『
原
因
』

で
そ
の
庭
が
｝
層
荒
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
、
と
い
う
の
が
口
と
な
る
。

　
　
さ
る
は
か
き
り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
に
た
て
ま
つ

　
　
れ
る
か
ま
も
ら
る
な
り
け
り
と
お
も
ふ
に
も
な
み
た
そ
お
つ
る
…
…
…
…

　
　
さ
て
も
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
ち
こ
か
な
な
に
入
な
ら
む
か
の
人
の
御

　
　
か
は
り
に
あ
け
く
れ
の
な
く
さ
め
に
も
み
は
や
と
お
も
ふ
心
ふ
か
う
っ
き

　
　
ぬ
…
…
…
…
さ
ら
は
そ
の
こ
な
り
け
り
と
お
ほ
し
あ
は
せ
つ
み
こ
の
御
す

　
　
ち
に
て
か
の
人
に
も
か
よ
ひ
き
こ
え
た
る
に
や
と
い
と
～
あ
は
れ
に
み
ま

　
　
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
若
紫
V

こ
れ
は
源
氏
が
北
山
で
初
め
て
紫
の
上
を
見
た
と
き
か
ら
の
彼
の
心
の
動
き
で

あ
る
。
幼
い
紫
の
上
を
見
て
、
彼
女
が
藤
壼
に
似
て
い
る
こ
と
で
深
く
心
を
ひ

か
れ
、
藤
豆
の
身
代
り
に
自
分
の
心
の
慰
め
と
し
て
あ
の
子
を
見
た
い
も
の

だ
、
と
思
っ
た
の
が
ω
、
幼
い
紫
の
上
が
実
は
藤
壷
の
歪
な
の
を
知
っ
た
こ
と

を
『
原
因
』
と
し
て
、
一
層
そ
の
子
を
も
う
い
ち
ど
見
た
い
と
思
っ
た
の
が
ω
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と
理
解
で
き
る
。

　
源
氏
物
語
の
「
い
と
ど
」
も
、
た
い
て
い
は
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
と

こ
ろ
で
、
吉
沢
博
士
の
『
源
語
釈
泉
』
に
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
引
い
た
他
に
、

い
ま
ひ
と
つ
「
い
と
ど
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
「
「
い
と
ど
」
補
説
」
と

題
し
、
『
前
後
の
文
勢
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
合
「
一
層
」
と
繹
く
の
が
適
切
な
や

う
に
思
は
れ
る
例
が
あ
っ
て
、
或
は
、
翻
意
と
し
て
認
む
べ
き
も
の
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
後
日
の
研
究
書
し
て
、
「
い
と
ゴ
」
と
い
ふ
副
詞
も

「
い
と
ゴ
し
」
と
い
ふ
形
容
詞
と
同
じ
く
「
い
と
」
が
重
な
っ
て
「
甚
し
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
二

意
を
表
は
す
も
の
と
、
暫
く
考
定
し
た
い
の
で
あ
る
』
と
、
考
え
を
変
え
て
お

ら
れ
る
。
そ
し
て
湖
月
抄
本
の
本
文
の
「
い
と
ど
」
が
河
内
本
で
は
「
い
と
」

に
な
っ
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
論
拠
の
一
と
し
て
お
ら
れ
る
。
実
は

私
が
源
氏
物
語
の
用
例
の
中
で
（
源
氏
物
語
大
成
の
本
文
に
本
稿
は
よ
っ
て
い

る
）
ど
う
し
て
も
、
9
『
原
因
・
契
機
』
⇔
、
と
い
う
形
に
整
理
し
き
れ
な
か
っ

た
う
ち
の
三
例
が
、
そ
こ
に
吉
沢
博
士
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
例
の
中
で
大
成
本

文
に
存
在
す
る
四
例
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
吉
沢
博
士
が
あ
げ
ら
れ
た
例
を

こ
こ
に
出
す
。

　
　
　
　
い
と
ど
（
河
内
本
）

　
　
一
、
い
と
も
摩
り
多
く
侍
れ
ど
、
こ
の
由
申
し
給
へ
と
い
ふ
。
〈
明
石
）

　
　
二
、
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
事
ど
も
多
か
り
。
源
氏
の
御
事
ど
も
な
り
け
む
。

　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
　
　
い
と
ど
怖
し
う
い
と
ほ
し
と
思
し
て
后
に
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば

　
　
　
（
明
石
）

　
◎
三
、
入
遁
も
え
た
へ
で
、
み
つ
か
ら
箏
の
琴
取
り
て
さ
し
入
れ
た
り
。
み

　
　
　
　
　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
　
　
つ
か
ら
も
い
と
ど
涙
さ
へ
そ
そ
の
か
さ
れ
て
と
ど
む
べ
き
方
な
き
に

　
　
　
（
明
石
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
◎
四
、
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
入
り
て
い
と
ど
艶
な
る
御
振
舞
書
せ
ず
見
え
給

　
　
　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
　
　
ふ
。
い
と
ど
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
は
し
占
う
な
が
め
の
給
ひ
け
る
（
濡

　
　
　
標
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
〇
五
、
は
か
な
く
過
ぐ
る
月
日
に
添
ひ
て
、
い
と
ど
淋
し
く
心
細
き
こ
と
の

　
　
　
み
ま
さ
る
に
（
無
窮
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
（
河
内
本
）

　
◎
六
、
わ
ず
か
に
南
面
の
格
子
上
げ
た
る
間
に
寄
せ
た
れ
ば
い
と
ど
は
し
た

　
　
　
な
し
と
思
し
た
れ
ど
（
蓬
生
）

◎
．
は
、
大
成
本
文
に
あ
り
、
私
が
か
の
形
に
整
理
で
き
な
か
っ
た
も
の
、
○
は

大
成
本
文
中
に
あ
る
が
、
整
理
が
つ
き
得
る
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、

「
五
」
は
吉
沢
博
士
が
特
に
言
及
し
て
「
ひ
と
し
ほ
」
の
意
で
な
い
と
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
や
は
り
整
理
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
「
淋
し
く
心
細
き
」
人
は
六
条

御
息
所
の
娘
（
後
の
秋
好
中
宮
）
で
、
こ
の
こ
ろ
母
で
あ
る
御
息
所
が
死
去
し

た
。
母
の
死
で
淋
し
く
心
細
い
状
態
に
な
っ
た
e
の
だ
が
、
そ
ん
な
状
態
の
ま

ま
月
日
が
た
っ
て
い
く
こ
と
が
『
原
因
』
で
、
一
層
淋
し
さ
心
細
さ
が
ま
さ
っ

て
い
る
状
態
口
、
と
と
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

　
源
氏
物
語
の
「
い
と
ど
」
三
三
五
例
の
う
ち
、
あ
ま
り
自
信
が
な
い
、
と
い

う
も
の
ま
で
含
め
る
と
、
か
の
形
に
整
理
し
え
な
か
っ
た
の
が
約
一
割
あ
っ

た
。
ま
た
、
諸
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
「
い

と
ど
」
全
体
の
九
割
は
、
か
の
形
に
整
理
で
き
る
の
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
「
い

と
ど
」
も
や
は
り
、
前
節
で
出
し
た
意
味
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
い
と
ど
」
か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
語
に
「
い
と
ど

し
」
と
い
う
形
容
詞
が
あ
る
。
こ
の
「
い
と
ど
し
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

源
氏
物
語
の
用
例
で
、

　
　
み
ち
い
と
露
け
き
に
い
と
＼
し
き
旧
き
り
に
い
っ
こ
と
も
な
く
ま
と
ふ
心

　
　
ち
し
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
）

こ
れ
は
、
朝
霧
が
立
つ
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
’
今
朝
は
な
ぜ
だ
か
、
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い
つ
も
よ
り
濃
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
こ
と
も
し
れ
ず
迷
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気

が
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
、

　
の
（
日
頃
、
霧
の
深
さ
は
こ
の
位
だ
）

　
口
い
と
、
し
き
朝
き
り

　
そ
し
て
、
こ
の
朝
は
夕
顔
の
死
の
翌
日
で
あ
り
、
そ
の
悲
し
み
が
異
様
に
濃

い
朝
霧
の
『
原
因
』
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、

e
『
口
に
至
る
た
め
の
原
因
』
口
、
と
い
う
形
に
整
理
で
き
る
。
他
の
用
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
三

み
な
、
こ
の
形
で
整
理
で
き
る
よ
う
で
あ
．
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
い
と
ど
」

に
つ
い
て
の
、
前
節
で
出
し
た
意
味
は
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
四

　
日
葡
辞
書
の
「
H
8
α
o
」
の
項
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
副
詞
。
非
常
に
、
あ
る
い
は
、
深
く
。
普
通
、
反
対
の
事
、
あ
る
い
は
対

　
　
照
的
な
事
柄
を
比
較
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
比
較
」
が
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
か
は
次
節
で
考
え
る
が
、
日
葡

辞
書
に
「
い
と
ど
」
が
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
例
と
関
連
し
て

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
富
士
谷
成
章
の
『
か
ざ
し
抄
』
で
は
、
次
の
と
お
り
に
「
い
と
ど
」
の
説
明

　
　
　
　
　
註
五

が
し
て
あ
る
。

　
　
［
国
里
言
は
二
様
に
別
け
て
言
ふ
．
　
一
に
は
『
た
ゴ
さ
へ
』
『
い

　
　
と
穿
さ
へ
』
な
ど
い
ふ
．
二
に
は
『
一
倍
』
と
い
ふ
．
回
は
し
て
心
得
れ

　
　
　
　
　
　
マ
こ

　
　
ば
．
給
し
心
に
な
る
な
り

こ
の
記
述
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
「
里
言
」
に
「
い
と
ど
さ
へ
」
が
、
「
い
と
ど
」

か
ら
派
生
し
た
こ
と
が
確
実
な
も
の
と
し
て
江
戸
時
代
に
残
存
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
イ
エ
モ
ウ
、
店
の
者
が
色
／
＼
な
事
を
教
ま
し
て
ど
う
に
も
な
り
ま
せ

　
　
ん
。
ま
せ
た
口
を
き
＼
ま
す
に
側
か
も
附
智
恵
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
咄

　
　
q
お
し
ゃ
べ
り
に
な
り
ま
す
　
　
　
　
　
（
浮
世
風
呂
　
三
編
巻
之
下
）

と
い
う
用
例
が
あ
り
、

　
e
ま
せ
た
口
を
き
＼
ま
す
に

　
⇔
い
と
ゴ
お
し
ゃ
べ
り
に
な
り
ま
す

　
『
原
因
・
契
機
』
ー
ー
側
か
ら
附
智
恵
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら

と
い
う
形
に
整
理
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
か
な
り
後
の
時

代
ま
で
「
い
と
ど
」
が
そ
の
意
味
を
保
持
し
て
生
き
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
更

に
、
現
代
で
も
、
東
北
、
関
東
、
四
国
地
方
な
ど
に
僅
か
に
残
っ
て
い
る
方
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
六

の
「
い
と
ど
」
の
意
味
も
や
は
り
本
稿
で
考
え
た
も
の
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
。

〈
註
v

一、

O
三
で
検
討
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
吉
沢
博
士
は
「
い
と
ど
し
」
に
関
し
、
連
体

　
形
「
い
と
ど
し
き
」
は
コ
層
」
の
意
味
で
は
と
れ
な
い
と
し
て
「
い
と
ど
し
」
を

　
「
超
甚
し
」
の
意
と
し
て
お
ら
れ
る
。

二
、
井
上
博
嗣
氏
は
「
中
古
の
程
度
副
詞
に
つ
い
て
一
“
い
と
い
と
”
と
“
い
と
ど
”

　
の
場
合
1
」
『
国
語
国
文
』
3
7
1
1
2
昭
4
3
・
1
2
で
、
「
い
と
ど
」
を
、
述
格
へ
の
響

　
き
（
呼
応
）
を
本
質
と
し
た
強
調
の
副
詞
と
し
た
上
で
、
吉
沢
博
士
の
こ
の
一
説
を
踏

　
ま
え
て
「
比
較
の
語
義
を
求
め
に
く
い
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

三
、
吉
沢
博
士
は
、
『
源
語
釈
泉
臨
に
『
副
詞
形
の
「
い
と
ゴ
し
く
」
の
用
例
は
、
さ
う

　
（
二
層
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
。
山
下
註
）
患
い
て
、
大
嘘
、
無
難
な
や
う
に
見

　
え
る
け
れ
ど
も
、
形
容
詞
形
の
「
い
と
ゴ
し
き
」
と
な
る
と
、
「
一
層
」
と
繹
く
こ
と

　
に
無
理
を
感
ず
る
用
例
が
少
く
な
い
』
と
し
て
三
つ
の
用
例
を
指
摘
し
て
お
ら
れ

　
る
。

　
　
そ
の
三
例
を
若
干
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
「
か
》
る
事
た
え
す
は
い
と
』
し
き
世

　
に
う
き
名
さ
へ
も
り
い
て
な
む
お
ほ
き
さ
き
の
あ
る
ま
し
き
こ
と
に
の
給
な
る
く
ら

　
ゐ
を
も
さ
り
な
ん
」
（
賢
木
）
で
あ
る
ρ
こ
れ
は
桐
壼
院
の
死
後
、
藤
壺
に
と
っ
て
も

　
源
氏
に
と
っ
て
も
情
勢
が
悪
く
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
源
氏
と
の
噂
が
で
て
し
ま
う

　
こ
と
．
を
藤
壺
が
案
じ
て
い
る
心
中
語
だ
が
、
た
だ
で
さ
え
桐
皇
院
の
死
後
、
情
勢
が

一82一



　
　
悪
く
て
気
苦
労
が
絶
え
な
い
の
に
、
弘
徽
殿
の
大
后
が
、
藤
壺
が
中
宮
の
位
に
あ
る

　
　
こ
と
を
非
難
し
た
と
き
い
た
こ
と
で
、
㎝
層
辛
く
思
っ
た
、
と
と
る
の
は
ど
う
だ
ろ

　
　
う
。
そ
う
い
う
「
世
」
に
於
て
、
源
氏
と
の
こ
と
が
明
る
み
に
出
る
の
を
心
配
し
て

　
　
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
ま
た
「
と
き
く
み
た
て
ま
つ
ら
は
い
と
、
し
き
い
の
ち
や
の
ひ
は
へ
ら
む
」

　
　
（
穫
）
は
、
年
老
い
た
女
五
の
宮
が
源
氏
に
会
う
と
寿
命
が
の
び
そ
う
だ
と
い
う
と

　
　
こ
ろ
だ
が
、
現
在
の
命
の
あ
や
う
さ
と
、
老
令
だ
か
ら
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
の

　
　
は
同
じ
だ
っ
た
が
以
前
は
も
う
少
し
元
気
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
対
比
と
と
っ
て
は

　
　
ど
う
か
。
こ
の
女
五
の
宮
は
桐
壷
院
や
兄
・
式
部
卿
の
宮
の
死
後
、
ひ
ど
く
心
細
い

　
　
思
い
を
し
て
い
た
と
も
い
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
「
い
と
ど
し
き
．
命
」
に
な
っ
て

　
　
し
ま
っ
た
『
原
因
』
と
思
え
る
。
も
し
く
は
、
他
人
よ
り
も
長
く
生
き
て
い
る
こ
の

　
　
命
が
、
源
氏
と
会
う
こ
と
が
『
原
因
』
で
、
よ
り
長
く
な
り
そ
う
だ
と
い
う
風
に
も

　
　
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
「
う
ち
よ
り
ほ
の
め
く
お
ひ
か
せ
も
い
と
、
し
き
御
に
ほ
ひ
の
た
ち
そ
ひ
た
れ
は

　
　
い
と
ふ
か
く
か
ほ
り
み
ち
て
」
（
螢
）
こ
れ
は
、
御
簾
の
内
か
ら
も
れ
て
く
る
追
い
風

　
　
－
衣
な
ど
に
た
き
し
め
た
香
を
吹
き
伝
え
る
風
1
と
、
源
氏
の
そ
れ
よ
り
も
高

　
　
い
香
り
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
と
と
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
私
の
見
る
限
り
博
．

　
　
士
の
い
わ
れ
る
疑
念
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
四
、
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に
よ
る
。

　
五
、
『
富
士
谷
成
章
全
集
』
（
竹
岡
正
夫
氏
）
に
よ
る
。

　
六
、
日
本
国
語
大
辞
典
、
「
い
と
ど
」
の
項
［
園
回
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
①
は
な
は
だ
何
々
で
あ
る
の
が
一
段
と
何
々
と
い
う
意
を
表
わ
す
。
た
だ
で
さ
え
。

　
　
「
い
と
ど
弱
い
の
が
病
気
を
し
て
学
校
も
ず
っ
と
休
ん
で
い
る
」
青
森
県
津
軽
価
岩

　
　
手
県
九
戸
郡
魏
福
島
県
相
馬
恥
淡
路
島
棚
島
根
県
那
賀
郡
下
国
府
鰯
《
い
と
ど
さ
え

　
　
も
》
「
い
と
ど
さ
え
も
雨
で
干
し
物
が
か
わ
か
な
い
の
に
ま
た
着
物
を
よ
ご
し
て
き

　
　
た
」
岩
手
県
気
仙
郡
糊
②
｛
段
と
。
い
っ
そ
う
。
な
お
さ
ら
。
「
よ
せ
と
い
え
ば
い
と

　
　
ど
悪
い
こ
と
を
す
る
子
だ
」
青
森
県
三
戸
郡
五
戸
畑
埼
玉
県
秩
父
蹴
神
奈
川
県
踊
山

　
　
梨
県
南
巨
摩
郡
脚
徳
島
県
晒
高
知
県
香
美
郡
愼
山
村
押
谷
脳

な
お
、
平
家
物
語
、
浮
世
風
呂
は
日
本
古
典
文
学
大
系
、
源
氏
物
語
は
源
氏
物
語
大
成
本
文

に
よ
っ
た
。

三

　
「
い
と
ど
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
前
節
ま
で
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は

「
い
よ
い
よ
」
と
の
間
に
意
味
上
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
い
よ
い
よ
」

も
「
い
と
ど
」
と
同
じ
く
、
通
常
、
累
加
の
副
詞
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ

れ
を
手
掛
り
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
（
源
頼
信
は
平
忠
恒
を
攻
め
た
が
、
要
害
堅
固
な
と
こ
ろ
に
忠
恒
が
た
て

　
　
こ
も
り
、
頼
信
の
兵
達
は
不
安
に
な
っ
た
。
し
か
し
頼
信
は
地
元
の
者
で

　
　
あ
る
自
分
の
兵
達
の
う
ち
三
人
し
か
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い

　
　
て
、
そ
の
こ
と
を
利
用
し
て
勝
っ
た
）
そ
の
後
よ
り
、
い
と
ゴ
守
殿
（
頼

　
　
信
）
を
ば
「
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
、
い
み
じ
き
人
に
お
は
し
ま
す
」
と
、
酬

　
　
よ
く
い
は
れ
給
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遣
物
語
　
｝
二
八
）

「
い
と
ど
」
に
関
し
て
は
明
記
は
な
い
も
の
の
、
頼
信
が
忠
恒
討
伐
以
前
も
尊

敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
れ
ば
足
り
る
。
他
の
多
く
の
用
例
に
明
記
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
は
逆
に
「
い
と
ど
」
が
あ
る
か
ら
以
前
も
尊
敬
さ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
と
っ
て
何
も
不

自
然
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
「
以
前
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
の
が
、
勝
利
の

後
、
一
層
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
ま
で
が
「
い
と
ど
」
の
役
割
。
そ
し

て
、
「
勝
利
の
後
、
ず
っ
と
、
『
一
層
の
尊
敬
』
が
増
「
し
て
い
っ
た
」
の
が
「
い

よ
い
よ
」
の
役
割
と
と
れ
ば
、
こ
こ
は
す
っ
き
り
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
用
例
の
中
に
、
「
そ
の
後
よ
り
」
と
い
う
連
用
修
飾
句
が
あ

る
。
こ
れ
は
「
い
と
ど
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
「
い
よ
い
よ
」
に
か
か
っ
て

い
る
の
か
。
両
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
宇
治
拾
遺
物
語
や
他
の
文
献
を
見
回
し
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て
も
「
い
と
ど
」
に
、
「
そ
の
後
よ
り
」
と
か
「
そ
れ
よ
り
し
て
」
と
か
い
っ
た

表
現
内
容
の
修
飾
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
い
よ
い
よ
」
に
は

　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

　
　
そ
の
後
は
、
ま
め
や
か
に
さ
い
な
む
人
も
な
か
り
け
れ
ば
、
い
よ
く
な

　
　
ん
笑
ひ
あ
ざ
け
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
一
二
四
）

に
見
ら
れ
る
他
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
は
「
そ
れ
よ
り
し
て
」
が
一
例
「
い
よ
い

よ
」
に
か
か
っ
て
い
る
例
が
見
え
る
し
、
明
記
は
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
文
脈

だ
と
判
断
で
き
そ
う
な
例
も
あ
る
。
先
程
の
頼
信
の
説
話
の
「
い
よ
い
よ
」
の

解
釈
、
す
．
な
わ
ち
「
勝
利
の
あ
と
、
ず
っ
と
『
一
層
の
尊
敬
』
が
、
あ
と
あ
と

ま
で
増
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
表
現
を
担
う
意
味
を
「
い
よ
い
よ
」
が
持
っ
て

い
る
と
す
る
と
、
「
そ
の
後
よ
り
」
が
「
い
よ
い
よ
」
に
か
か
る
こ
と
が
意
味
的

に
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
そ
の
後
よ
り
」
と
か
「
そ
の
後
は
」

を
う
け
て
「
い
よ
い
よ
」
が
用
い
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
そ
の
後
、
ず
っ
と

事
態
が
増
し
続
け
て
い
っ
た
」
と
と
る
の
が
最
も
自
然
な
の
で
あ
る
。
あ
と
の

方
に
あ
げ
た
用
例
で
も
、
こ
の
場
合
、
「
あ
と
あ
と
ま
で
ず
っ
と
わ
ら
い
あ
ざ

け
っ
た
」
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
う
な
る
と
、
「
い
と
ど
」
が
「
そ
の
後
よ
り
」
な
ど
に
修
飾
さ
れ
る
例
が
な

い
の
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
に
、
「
い
よ
い
よ
」
が
前
二
例
の
解
釈
で
あ

げ
た
よ
う
な
時
間
的
連
続
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
い
と
ど
」
に

は
そ
れ
が
な
い
、
と
と
る
と
、
う
ま
く
説
明
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
源
氏
物
語
に
も
、

　
　
そ
の
か
ひ
な
く
つ
れ
な
か
ら
む
も
い
と
お
し
く
な
さ
け
な
き
物
に
思
を
か

　
　
れ
て
い
よ
く
は
し
め
の
お
も
ひ
か
な
ひ
か
た
く
や
あ
ら
ん
　
　
（
総
角
）

こ
れ
は
、
申
君
に
冷
淡
な
態
度
を
と
り
続
け
て
い
る
と
、
大
君
が
自
分
の
こ
と

を
思
い
や
り
の
な
い
者
と
思
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
も
一
層
、
思
い
が
か
な
い
が

た
い
ま
ま
だ
ろ
う
、
と
い
う
薫
の
心
中
話
だ
が
、
薫
の
思
い
が
か
な
い
が
た
い

状
況
が
将
来
に
わ
た
っ
て
増
加
し
続
け
て
い
く
、
と
い
う
と
り
方
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
用
例
も
時
間
的
連
続
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

え
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
「
い
と
ど
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
な
お
、
「
い
よ
い
よ
」
が
時
間
的
連
続
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
現
代
語
の
「
い
よ
い
よ
」
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
大
き
な
違
い
は
時
間
的
に
連
続
し
て

い
る
か
否
か
、
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、

　
　
（
袴
垂
と
い
う
盗
人
が
い
た
。
い
ろ
い
ろ
物
色
す
る
う
ち
、
あ
る
夜
）
人

　
　
み
な
し
づ
ま
り
は
て
て
の
ち
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
衣
あ
ま
た
着
た
り

　
　
け
る
ぬ
し
の
、
指
貫
の
そ
ば
は
さ
み
て
、
絹
の
狩
衣
め
き
た
る
着
て
、

　
　
た
緊
ひ
と
り
、
笛
ふ
き
て
、
行
も
や
ら
ず
ね
り
ゆ
け
ば
、
（
袴
垂
は
こ
の
男

　
　
の
着
物
を
は
こ
う
と
思
い
、
隙
を
う
か
が
う
が
、
ど
う
も
恐
し
い
）
そ
ひ

　
　
て
、
二
三
町
ば
か
り
行
け
ど
も
、
我
に
人
こ
そ
つ
き
た
れ
と
患
た
る
け
し

　
　
き
も
な
し
。
い
よ
く
笛
を
吹
で
い
け
ば
、
潜
む
と
思
て
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
二
八
）

こ
れ
な
ど
、
「
い
よ
い
よ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
笛
は
ず
っ
と
吹
き
続
け
ら

れ
て
い
た
、
と
と
れ
よ
う
。
「
い
と
ど
」
で
あ
れ
ば
、
時
間
的
連
続
が
な
い
か
ら
、

途
中
で
笛
を
一
旦
や
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
節
に
日
葡
辞
書
の
「
イ
ト
ド
」
の
記
述
を
引
用
し
た
が
、
そ
の

中
に
「
比
較
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
加
味
し
て
「
い

と
ど
」
の
意
味
を
考
え
る
と
、
「
い
と
ど
」
が
修
飾
す
る
動
作
・
状
況
と
、
そ
の

前
の
も
の
と
を
対
比
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
考
え
る
こ
と
で
、
時
間
的
連
続
性
が
な
い
こ
と
が

納
得
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」

の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
図
で
表
わ
せ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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いとど

〔 〕

○

〔二〕

いとど

○ア

コ『
二
に
な
る
た
め
の

〔
　
　
『
原
因
』
　
『
契
機
』

いよいよ

いよいよノ

程
度

時間

　
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
違
い
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
謎
語
に
は
非
常
に
似
通
っ
た
用
例
が
数
多
く
あ
る
。

　
　
「
お
の
れ
は
、
人
を
う
ら
め
し
と
思
ひ
し
程
に
、
か
く
蛇
の
身
を
う
け
て
、

　
　
石
橋
の
し
た
に
、
お
ほ
く
の
と
し
を
過
ぐ
し
て
、
わ
び
し
と
思
ひ
み
た
る

　
　
ほ
ど
に
、
昨
日
お
の
れ
が
お
も
し
の
石
を
ふ
み
返
し
給
し
に
た
す
け
ら
れ

　
　
て
、
石
の
そ
の
苦
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
う
れ
し
と
思
ひ
給
し
か
ば
、
こ
の
人

　
　
の
お
は
し
つ
か
ん
所
を
見
置
き
奉
り
て
、
よ
ろ
こ
び
も
申
さ
ん
と
思
て
、

　
　
御
と
も
に
参
り
し
ほ
ど
に
、
菩
提
講
の
庭
に
参
給
け
れ
ば
、
そ
の
御
と
も

　
　
に
参
り
た
る
に
よ
り
て
、
あ
ひ
が
た
き
法
を
う
け
た
ま
は
る
事
た
る
に
よ

　
　
り
て
、
お
ほ
く
罪
を
さ
へ
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
そ
の
力
に
て
、
人
に
生
れ
侍
る

　
　
べ
き
功
徳
の
、
ち
か
く
な
り
侍
れ
ば
、
い
よ
く
悦
を
い
た
ゴ
き
て
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
五
七
）

た
と
え
ば
こ
れ
な
ど
、
「
い
と
ど
」
と
同
じ
形
に
整
理
で
き
る
。

　
0
石
の
そ
の
苦
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
う
れ
し
と
思
ひ
給
し
か
ば
…
…

　
0
い
よ
く
悦
を
い
た
ゴ
き
て
…
…

　
『
⇔
に
至
っ
た
原
因
』
一
1
蛇
が
つ
い
て
い
っ
た
人
が
菩
提
講
の
庭
に
行

　
　
き
、
蛇
も
そ
の
功
徳
に
あ
う
こ
と
が
で
き
、
も
う
す
ぐ
人
間
に
生
ま
れ
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

し
か
し
、
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
意
味
の
違
い
は
、
は
っ
き
り
と
し
て

い
る
。
表
現
内
容
は
、
「
い
と
ど
」
の
場
合
と
そ
っ
く
り
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
た
増
加
で
あ
り
、
「
い
と
ど
」
が
前
の
状
態
と
あ

と
の
状
態
を
比
べ
る
も
の
で
あ
る
の
と
は
明
ら
か
に
違
う
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。　

そ
し
て
、
「
い
よ
い
よ
」
の
用
例
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
非
常
に
多
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
実
際
に
意
味
が
違
う
の
に
、
同
じ
で
あ
る
と
い
う
誤
解
が
「
い

と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
間
に
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
、
原
氏
の
「
い
と
ど
」
1
消
極
的
・
萎
縮
的
、
「
い
よ
い
よ
」
1

積
極
的
・
発
展
的
、
の
考
え
と
結
び
つ
け
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

　
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
の
表
現
内
容
が
同
じ
に
な
る
こ
と
が
非
常
に

多
い
け
れ
ど
も
、
両
語
に
は
先
述
し
た
よ
う
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
も
、

「
い
よ
い
よ
」
は
時
間
的
に
連
続
し
た
増
加
で
あ
っ
て
、
あ
と
あ
と
ま
で
増
加

し
続
け
る
こ
と
ま
で
意
味
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
「
い
と
ど
」
は
、
e
と
口
の
比
較
が
原
義
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
い
き
お

い
「
い
よ
い
よ
」
の
方
が
積
極
的
・
発
展
的
な
印
象
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
一
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
自
身
、
例

外
の
判
定
に
関
し
て
は
多
少
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
原
氏
の
い
わ
れ
る

使
い
わ
け
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
ま
た
、
国
玉
は
源
氏
物
語
に
は
こ
の
使
い

わ
け
が
な
い
と
さ
れ
る
が
、
私
が
み
る
と
こ
ろ
、
例
外
数
は
か
な
り
あ
る
も
の

の
、
傾
向
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
た
。
そ
れ
は
右
に
述
べ

た
こ
と
が
原
因
だ
と
す
る
と
、
う
ま
く
説
明
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

こ
う
考
え
る
と
「
例
外
」
も
実
は
例
外
で
は
な
い
。
意
味
的
に
な
ん
ら
障
碍
が
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な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
は
じ
め
に
ひ
い
た
吉
沢
博
士
の
見
解
も
納
得
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。
「
い
と
ど
」
が
物
の
重
畳
、
「
い
よ
い
よ
」
が
物
の
進
行
を

示
す
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
た
っ
て
い
る
し
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
室
町
時

代
編
』
で
、
室
町
時
代
の
擬
古
作
品
、
抄
物
な
ど
を
資
料
と
し
て
、
本
稿
と
極

め
て
近
い
解
釈
が
「
い
と
ど
」
に
な
さ
れ
て
い
る
の
と
通
じ
て
い
る
）
、
両
語
が

大
体
同
義
語
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
易
い
こ
と
、
「
い
よ
い
よ
」
の
方
が
力
強
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
う
。

　
「
い
と
ど
」
と
「
い
よ
い
よ
」
に
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
の
違

い
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
各
種
の
記
述
や
現
代
の
方
言
な
ど
か
ら

類
推
し
て
、
「
い
と
ど
」
は
か
な
り
遅
く
ま
で
口
頭
語
と
し
て
生
き
て
使
わ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
法
華
百
座
聞
書
抄
』
な
ど
に
、
「
い
よ
い
よ
」
偏
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一

傾
向
が
著
し
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
今
ま
で
に
述
べ
て

き
た
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
な
お
「
い
よ
い
よ
」
へ
の
偏
在
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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〈
註
〉

一、

ﾜ
た
、
和
文
調
の
文
献
で
は
「
い
と
ど
」
が
多
用
さ
れ
、
和
歌
で
も
「
い
よ
い
よ
」

　
は
殆
ど
用
い
ら
れ
な
い
。




