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徒
然
草
第
五
十
六
段
末
尾
の
解
釈

ざ
え
あ

る
人

は
そ
の
事

春

日

和

男

一

小
考
は
先
に
編
し
た
校
註
徒
然
草
新
抄
の
頭
註
に
お
い
て
既
に
注

意
し
た
所
で
あ
る
が
,
そ
の
後
二
三
の
方
々
か
ら
質
問
を
頂
い
た
り

し
た

の
で
、
ご
ゝ
に
や
ゝ
詳
し
く
記
述
し
て
、
大
方
の
御
批
判
を
仰

ぎ
た
く
思
ふ
。

徒
然
草
第
五
十
六
段
と
は

「
久
し
く

へ
だ
た
り
て
あ

ひ

た

る

人

の
」

で
始
ま
る

一
節
で
あ
る
。
久
し
く
逢
は
な
か
つ
た
人
が
自
分
の

方

の
事
ば
か
り
何
も
か
も
喋
り
ま
く
る
の
は
興
ざ
め
で
あ
る
と
説
き

起
こ
し
、
話
し
手
の
側
か
ら

「
つ
ぎ
ざ
ま
の
人
」
と

「
よ
き
人
」

の

態
度
を
対
照
的
に
述
べ
、
ご
れ
に
付
随
し
て
聞
き
手

の
側
と
し
て
、

「
い
た
く
興
ぜ
ぬ
」
態
度
と

「
よ
く
笑

ふ
」
態
度
と
に
よ
っ
て
そ
の

人
柄

が
想
像
さ
れ
る
と
述
べ
、
さ
て
末
尾
に
、

人
の
み
ざ
ま
の
よ
し
あ
し
ざ
え
あ
る

人
は
そ
の
事
な
ど
定
め

あ

へ
る
に
お
の
が
身

に
ひ
き
か
け
て

い
ひ
掛
で

た
る
い
と
わ

び
し
。

と
説
き
結
ん
で
あ
る
。
全
体
が
例
の
連
想

の
上
に
走

つ
た
記
述
で
あ

る
為
、
や
ゝ
ま
と
ま
り
の
悪
い
と
い
ふ
難
点
が
あ
り
、
未
だ
に
決
定

.
的
な
解
釈
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
そ

の
様
な
曖
昧
な
本
文
の
然

ら
し
め
て
ゐ
る
所
で
も
あ
ら
う
。
特
に
こ
の
末
尾
の
部
分
は
論
旨
を

決
定
す
る
重
要
な

一
文
で
あ
る
の
に
拘
ら
す
、
従
来

の
註
釈
書

の
殆

ど
が
や
ゝ
粗
漫
に
見
過
し
て
ゐ
る
の
は
遺

憾
な
事
と
思
は
れ
る
。

先
づ
本
文
の
異
動
に
つ
い
て
は
流
布
本

「
お
の
が
身
に
」
が

一
本

「
お
の
が
身
を
」
(例

へば
文
段
抄
本
文
)
、
正
徹
本
「
お
の
れ
が
身
に
」

と
な
つ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
、
い
つ
れ
も
文

意
を
左
右
す
る
様
な
大
き

な
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
在
来
の
解
釈
に
目
を
通
さ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
徒
然

草
の
註
釈
書
は
古
来
数
百
種
類
に
及
ぶ
も
の
が
あ
り
、
現
在
店
頭
に

列
べ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
も
優
に
三
十
種
類

を
越
え
て
ゐ
る
状
態
で

あ
る
の
で
、
今
は
比
較
的
著
名
な
諸
家
の
手
に
な
る
も
の
に
限
つ
て

引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

例

へ
ば
、内
海
弘
蔵
・橘
宗
利
両
氏
共
著
「
改
稿
徒
然
草
詳
解
」
〔現
代



語
訳
と
し
て
は
古
い
地
位
に
あ
る
丙
海
氏
の
詳
解

(
明
治
四
四
)
を
橘
氏
に

よ
つ
て
最
近

(昭
和
二
九
)
改
訂
し
た
も
の
」に
お
け
る
こ
ゝ
の
解

釈
を

.

見
れ
ば
、

人
の
容
貌
風
釆
の
可
否
や
又

(
多
少
単
問
あ
る
人
は
)
学
問
の

事
な
ど
批
評
し
あ
う
時
、
自
分
を
引
合

い
に
し
て
話
し
出
し
た

の
は
実
に
う
ん
ざ
り
す
る
。

と
あ

る
。
次
に
沼
波
遭
音
氏
著

「
徒
然
董
藩
話
」

(大
正
一
四
)

に

よ
れ
ば
、

人
の
様
子
の
よ
い
悪

い
を
評
し
合
ふ
場
合
、
何
か
芸
の
あ
る
人

に
就
い
て
評
す
る
時
に
は
其
の
芸
の
優
劣
な
ど
を
評
し
合
ふ
揚

合
。
自
分

の
事
を
引
合
に
出
し
て
話
し
出
す
人
が
あ
る
も
の
だ

が
、
こ
れ
で
は
い
や
で
た
ま
ら
ぬ
。

と
通

釈
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
右
の
二
つ
の
解
釈
に
共
通
し
て
ゐ
る
点
は

先
づ
文
脈
の
取
り
・方
で
あ
ら
う
。
即
ち
塚
本
哲
三
氏
著

「
通
解
徒
然

・

草
」
が

な
ど
定
め
あ

へ
る
に

と
説

い
て
ゐ
る
の
と
ほ

ゞ
同
じ
で
あ
る
。・
「
お
の
が
身
」
以
下
も
大

同
小
異
で
大
し
た
問
題
は
な
い
。

併

し
、
同
じ
文
脈
の
取
り
方
で
も
細
部
の
解
釈
に
お
い
て
は
や
ゝ

異
る
点
も
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
例

へ
ぼ

「
み
ざ
ま
」
と
い
ふ
語
は
古

来

「
見
様
」
又
は

「
身
様
」
の
文
字
を
当

て
て
、
様
態
、
容
貌
、
見

解
、
行
状
等
種

汝
な
る
訳
が
下
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
ヒ
れ
は
当
面
の
緊

急
な
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
次
第
に
解
決
さ
れ
て
行
く
所
で
あ
ぢ

う
。
そ
れ
よ
り
も

「
ざ
え
あ
る
人
は
」
の

「
は
」
を
詳
解
は
単
な
る

宅
格
を
受
け
る
係
助
詞
と
見
て
ゐ

、る
か
ら
、

「定
め
あ

へ
る
」
の
主

格
は
仮
定
的
な

「
一
般
の
人
々
」
、
及
び
文
に
明
示
さ
れ
た

「
才
あ

ゐ
人
」
の
二
つ
が
考

へ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
講
話
で
は

「
は
」

を

「
に
就

い
て
は
」

と
訳
し
、
特
に

「
ご
ゝ
の

『
は
』

注
意
す
べ

し
。
」
と
断

つ
て
ゐ
る
か
ら
、

「
ざ
え
あ

る
人
は
」
は

「
定
め
あ
へ

る
」
の
連
用
修
飾
格
に
立
ち
、

「
定
め
あ

へ
る
」
の
主
格
は
仮
定
的

な

「
一
般
の
人

々
」
唯

一
つ
で
あ
る
。
詳
解
の
訳
と
同
趣
の
も
の
は

橘
純

一
氏
の

人
の
容
貌
風
釆
の
よ
し
あ
し
や
、
〔
モ
シ
ク

ハ
〕学
問
の
あ
る
人

た
ち
〔
ノ
集

マ
ッ
タ
場
所
ナ
ド
〕
は
学
問
の
方
面
の
優
劣
な
ど
を

批
評
し
あ
つ
て
る
折
、
…

(徒
然
草
新
講
)

及
び
川
瀬

一
馬
氏

(
新
註
国
文
叢
書
徒
然
草
)

・
佐
成
謙
太
郎
氏

(対
訳

徒
然
草
新
解
)
等

の
解

釈
で
あ
る
。
講

話

の
訳
と
揆
を

一
に
す
る
も

の
に
例

へ
ば
佐
野
保
太
郎
氏
の

他
人
の
見
ざ
ま
の
よ
し
あ
し
を
定
め
合
ふ
時
、
又
は
才
あ
る
人

に
つ
い
て
は
そ

の
方
の
深
浅
な
ど
を
定
め
あ
ふ
場
合
、
(徒
然
草

講
義
)

や
塚
本
哲
三
氏
の
解

(
通
解
)
が
あ
る
。
塚
本
氏
は
特
に

「
学
問
の
あ
る
人
た
ち
の
集
ま
つ
た
揚
合
な
ど
は
学
問
の
方
面

の
優
劣

な
ど
」
と
解
し
た
書
も
あ
る
が
、原
文
そ
の
も
の
の
表
現

人
の
み
ざ
ま
の
よ
し
あ
し

才
あ
る
人
は
そ
の
(
才
ノ
)事



は
さ
う
は
取
れ
な
い
。

と
断
つ
て
ゐ
ら
れ
る
程
で
あ
る
。

併

し
以
上
両
様

の
訳
文
を
読
ん
で
感
タ
る
事
は
前
文
と
論
旨
の
接

続

が
変
に
遊
離
し
て
ゐ
る
点
で
あ
つ
て
、
殊
に
詳
解
以
下
の
訳
で
は

已

述
の
通
り
仮
定
の
主
格
と
明
記
さ
れ
た
主
格
の
二
つ
を

「定
め
あ

へ
る
」
で
承
け
る
所
.
文
の
構
造
を
不
自
然
に
把
握
し
て
ゐ
る
様

に

感

じ
さ
せ
る
。

一
方
、
講
話
以
下

の
訳
で
も

「学
問
の
あ
る
人
の
事

に
つ
い
て
は
、
そ

の
学
問
の
事
を
批
評
し
合
つ
て
ゐ
る
場
合
、
自
分

を
引
合

ひ
に
出
す
」
と
は
又
何
と
晦
渋
の
極
み
で
あ
る
事
か
。
ま
こ

と

に
佐
野
氏
が

「
此
所
は
ち
よ
つ
と
わ
か
り
に
く
い
が
」
(講
義
)
と

正
直

に
断
ら
れ
た
の
は
無
理
な
ら
ぬ
事
な
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の

様
な

無
理
な
解
釈
が
生
じ
た
根
元
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

姑

く
旧
註
に
目
を
通
し
て
お
か
う
。

２

旧
註
と
い
つ
て
も
寿
命
院
抄
や
野
槌

・
鉄
槌
等
に
は
相
憎
く
こ
の

箇
所

の
註
釈
は
な
い
。
比
較
的
古
い
所
で
は
盤
斎
抄

の

人

の
事
を
い
か
ぼ
ど
定
む
る
に
わ
が
身
を
あ
ひ
て
に
し
て
わ
れ

ほ
ど
あ
ら
む
が
我

よ
り
は
を
と
り
た
り
な
ど
云
は
き
ゝ
に
く
ゝ

あ
る
ほ
ど
に
い
ふ
ま
じ
き
事
也
と
な
り

を
引
用
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
併
し
こ
れ
も
大
雑
把
な
も
の
で
、

む
し
ろ
意
訳
に
近
い
態
度
で
あ
る
。
次
に
徒
然
草
句
解
に
よ
れ
ば

た
と

へ
ば

一
座
の
中
に
才
智
有
人
有

て
人
の
見
ざ
ま
の
よ
し
あ

し
を
い
ひ
そ
の
人
は
そ
の
人
の
ご
と
く
よ
し
そ
の
人
は
そ
の
人

の
ご
と
く
あ
し
等
さ
だ
め
あ

へ
る
に
…
…
…

と
あ

つ
て
、

「
そ
の
こ
と
」
を

「
そ
の
こ
と
(
如
)
」
と
取
り
、

「
才

あ
る
人
」
を

「
定
め
あ

へ
る
」
の
主
格
と
し
、

「
人
の
見
ざ
ま
の
よ

し
あ
し
そ
の
こ
と
」
を
連
用
修
飾
句
に
見

立
て
た
解
釈

で

あ
ら

う

が
、
猶
多
分
に
無
理
の
難
が
あ
る
。

更
に
例

の
文
段
抄
で

身
様
也
。
其
様
躰
さ
や
う
な
る
は
よ
し
か
や
う
な
る
は
あ
し
き

な
ど
定
め
、
又
才
智
あ
る
人

の
事

の
上
に
は
さ
や
う
の
事
ど
も

あ
り
な
ど
評
し
定
め
あ

へ
る
所
に
…

と
解
く
に
至
つ
て
、
始
め

て
現
代
の
註
釈
に
通
す
る
路

を
発

見

す

る
。
即
ち
沼
波
氏
の
講
話
以
下
佐
野

・
塚
本
氏
の
註
釈
は
大
体
こ
れ

に
準
拠
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

増
補
鉄
槌
で
は

そ
の
事
と
は
そ
の
わ
ざ
な
り
。
ざ
え
あ
る
人
は
其
の
や
う
な
る

わ
ざ
あ
り
な
ど
評
判
せ
る
に
…
…

と
あ
つ
て
、
吟
和
抄
ご
れ
を
用
ゐ
、現
代

に
お
け
る
内
海
氏

(
詳
解
)

以
下
橘
氏

・
川
瀬
博
士

・
佐
成
氏
等
の
註

釈
の
根
元
を
な
す
も
の
と

思
は
れ
る
。
因
み
に
諸
抄
大
成
で
は
句
解
及
び
増
補
鉄
槌

の
説
を
並

記
し
て
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。



さ

て
こ
の
様
な
新
旧
の
註
釈
に
共
通
し
て
ゐ

る

も

の
は

「
そ
の

事
」
の
解
で
あ
る
。
旧
註
が

「
さ
や
う
の
事
ど
も
」

(文
段
抄
)
、

「
其

の
や
う
な
る
わ
ざ
」

(増
補
鉄
槌
)
と
解

い
た
の
は

や
ゝ
明

快

を
欠

く
の
で
あ
る
が
、
ご
の

「
そ
の
事
」
を
後
世
の
口
語
訳
で
は
殆

ど
上
位

の
語
を
受
け
る
所
謂
中
称
の
指
示
代
名
詞

(連
体
詞
)
と
し

て

「
才
能
(
学
問
)
の
ご
と
」
と
取
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
既
に
掲
げ

た
諸
註
釈
は
申
す
に
及
ば
す
、
例

へ
ば
山
田
孝

雄

博

士

の

「
つ
れ

　
草
」
に
お
い
て
さ

へ
も
そ
の
脚
註
に
わ
ざ
　

「
其
事
1
そ
の

学
才

の
事
」
と
明
示
し
て
あ
る
程
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
点
が
解
釈

上
の
正
確
さ
を
失

ふ
岐
路
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う

と

思

は

れ

る
。
何
故
な
れ
ば
周
知
の
如
く

「
そ
の
事
」
の

「
そ
」
は
単
な
る
指

示
代
名
詞
か
ら
転
じ
て

「
し
か
じ
か

」
・
「
何
某
」
と
い
ふ
或
る

一

定
の
事
物
の
指
示
を
意
味
す
る
揚
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三

 

「
そ
の
事
」
と
い
ふ
語
は
徒
然
草
に
十
四
箇
所
出
て
ゐ
る
。
例

へ

ば
九

十
九
段
の

堀
川
相
国
は
、
美
男

の
楽
し
き
人
に
て
そ
の
事
と
な
く
過
美
を

好
み
給
ひ
け
り
。
…
…
庁
屋
の
唐
櫃
見
苦
し
と
て
め
で
た
く
造

り
改
め
ら
る
べ
き
由
仰
せ
ら
れ
け
る
に
…
…
た
や
す
く
改
め
ら

れ
難
き
由
故
実
の
諸
官
申
し
け
れ
ば
そ
の
事
止
み
に
け
り
。

に
見
え
る
二
つ
の

「
そ
の
事
は
」
は
用
法

が
異

つ
て
ゐ
る
こ
と

一
見

し
て
明
か
で
あ
る
。
前
に
出
て
ゐ
る

「
そ

の
事
」
は
上
位
に
指
示
す

る
語
を
持
た
す
、
文
段
抄
が

「
何
角
に
つ
け
て
也
」
と
解
し
て
ゐ
る

所

の
も
の
で
あ
る
。
現
代
訳
で
も

「
何
と
き
ま
つ
た
事
な
く
、
何
に

よ
ら
す
と
い
ふ
意
」

(詳
解
)
と
解
し
て
別

に
異
存
は
な

い
の

で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
に
出
て
来
る

「
そ

の
事
は
」
指
示
す
べ
き
語

句
を
上
位
に
持
つ
も
の
で
あ
つ
て
、

「
唐

櫃
を
め
で
た
く
造
り
改
め

ら
る
べ
き
由
」
を
受
け

て
ゐ
る
事

「
唐
櫃
改
造
の
事
は
沙
汰
止
み
に

な

つ
た
」

(講
話
)
の
解
釈
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
の
で

あ

る
。

「
そ

の
事
に
候

」

(
一
〇
九
段
・
二
三
六
段
)
も
こ
の
意
味
に
お
け

る

一
変

形
で
あ
ら
う
。

更
に
前

の

哨,そ
の
事
」
即
ち
定

称

の

代

名
詞
と
し
て
の
用
例
を

一
一三
他
に
拾

つ
て
見
よ
う
。

調

幽

と
な
き
に
人
の
来
り
て
の
ど
か
に
物
語
し

て
帰
り
ぬ
る

…

…

(
一
七
〇
)

ま

れ
び

と

の
饗

応

な

ど

も

つ

い
で

を

か

し

き

や
う

に

と
り

な

し

た

る

も
ま

こ

と

に

よ
け

れ

ど

も
そ

の
事

と
な

く

て

と
り

い
だ

し

た

る

い
と

よ

し
（

二
一二

)

等

い
つ

れ

も

同
じ

で
あ

る

が
・

け

ふ
は

そ

の
事

を

な

さ

む

と

思

へ
ど

(
一
八
九
)

等

は
最

も

そ

の
意

味

が
明

か

で
あ

る
。

さ

れ

ば

こ
そ

「
今

日

は
斯

う

い

ふ
事

を

し

よ
う

と

思

つ

て
る

と

」

(
講

話
)

や
、

「
今

日

は

あ

の



事
を
し
よ
う
と

〔
カ
ネ
テ
〕
思
つ
て
い
て
も
」

(
新
講
)

の
様
な
解

釈

が
自
然
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
訳
で
あ
ら
う
。
源
氏
物
語
に
も
こ
の
様

な

「
そ
の
事
は
」
頻
出
す
る
が
、
例

へ
ば

う
る
は
し
く
お
も
り
か
に
て
そ
の
事
の
飽
か
ぬ
か
な
と
覚
ゆ
る

こ
と
も
な
か
り
き
…

(若
菜
、
下
)

そ
の
事
と
な
く
て
対

面
も
い
と
久
し
く
な
り
に
け
り
…

(右
に

同
じ
)

等
は
そ
れ
で
あ
る
。
後
の
例
に
対
し
、
湖
月
抄
が

「
さ
し
た
る
事
な

く
て
対
面
な
か
り
し
と
也
」
と
註
し
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。

臨
時
の
も
て
あ
そ
び
も
の
の
そ
の
物
と
あ
と
も
定
ま
ら
ぬ
は
…

(帯
木
)

は
余
り
に
有
名
で
あ
る
が
、
賀
茂
真
淵

の
新
釈

(
評
釈
引
用
)
に

「
た

し
か
に
い
か
様
と
其
形
の
定
ま
り
な
き
器
物
な
り
」
と
見
え
る
。

「
そ
の
事
」
の

「
そ
」
と
は
所
謂
聞
き
手
を
主
体
と
し
た
話
し
方

に
見
ら
れ
る
中
称
の
代
名
詞
で
あ
る
と
い
ふ
か
ら
、
お
互
に
諒
解
出

来
る
定
称
が
生
れ
、
更
に

そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ

の

日

(
土
佐

日
記
)

の
様
な
「
某
」
の
意
味
も
出
て
来
る
の
で
あ
ら
う
。

さ

て
や
ゝ
く
ど
　

し
く
述
べ
す
ぎ
た
嫌
ひ
が
あ
る
が
、
早
速
五

十
六
段
の

「
ざ
え
あ
る
八
は
そ
の
事
」
に
上
述
の
意
味
を
あ
て
は
め

る
と
、
ご
ゝ
の
解
釈
は
簡
明
な
姿
と
な
っ
て
打
ち
出
さ
れ
る
。
即
ち

学
問
才
智
の
あ
る
人
は
こ
れ
　

か

う
で
あ
る
。

と
な
る
。
か
く
て
こ
の
部
分
は
批
評
の
言
葉
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も

の
と
な
り
、
後
続
の

「
な
ど
」
が

一
層
良

く
利

い
て
来
る
。
何
と
な

れ
ば
こ
の
事
物
を
例
示
す
る
副
助
詞
は
徒
然
草
の
場
合

た

ゞ
人
も
と
ね
り
な
ど
た
ま
は
る
は
ゆ
ゝ
し
と
み
ゆ

(
初
)

の
如
き
単
な
る
体
言
の
例
示
よ
り
も

「
わ
れ
は
さ
や
は
思
ふ
」
な
ど
あ
ら
そ
ひ
に
く
み
…

(
一
二
)

「
こ
の
人
の
の
ち
に
は
た
れ
に
伽
と
は
ん
」
な
ど
い
ゝ
は
る
ゝ

は
…

(
一
六
八
)

「
い
ま
し
ば
し
け

ふ
は
心
閑
か
に
」
な

ど
い
は
ん
は
…
二

七
〇
)

の
如
き
言
葉
の
例
示
の
方
が
用
例
が
多
く
、
こ
の
様
な
表
現

に
お
い

て

一
つ
の
啓
蒙
を
企
図
す
る
事
は
作
者
兼

好
に
と
つ
て
も
得
意
と
す

る
所
で
あ
つ
た
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
様
な
解
釈
は
管
見
に
よ
れ
ぼ
た

ゞ
武
田
裕
吉
博
士
著

「
徒
然
草
新
解
」

(昭
二
一
)
に
の
み
見
出
だ
し
得
た
。
即
ち
同
書
に

説
く
所
は

才
は
才
智
才
能
。
人
は
の
は
は
下

の
そ
の
事
で
受
け
て
ゐ
る
。

「
才
能

の
あ
る
人
は
か
や
う
で
あ
る
」
の
意
。
何
か
具
体
的
な

内
容
が
あ
る
も
の
を
彼
と
指
定
し
た
云
ひ
方
。
ご
の
条
外
に
も

解
き
方
が
あ
る
が
取
ら
ぬ
。

で
あ
る
。
こ
れ
は
大
体
拙
考
と

一
致
す
る
解
釈
で
あ
つ
て
、
誠
に
意

を
強
く
し
た
訳
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
こ
の
解
釈
は
武
田
博
士
や
小
考
の
事
新
し
い
説
で
あ
る

か
と

い
ふ
に
、
必
す
し
も
さ
う
で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
旧

註
の
中
に
は
、
説
明
が
及
ん
で
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
如
く
解
し

た
と
思
は
れ
る
節
が
伺
は
れ
る
。
例

へ
ば
、
盤
斎
抄
が
既
に

「
い
か

ほ
ど
と
定
む
る
に
」
と
説

い
て
ゐ
る
の
は
多
分
叙
上
の
如
き
意
味
に

解
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
の
み
な
ら
・ず
、

「
さ
や
う
の
事
ど
も

あ
り
」

・
「
そ
の
や
う
な
る
わ
ざ
あ
り
」
ど
解
い
た
文
段
抄

・
増
補

鉄
槌

で
す
ら
が

「
そ
の
事
」
の
意
味
を
あ
る
程
度
正
し
く
取
つ
て
ゐ

た
か

も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
正
し
い
意
味
に
解
釈
し
た
旧
註
を
、
現

代
に
続
く
諸
註
釈
書
が
、

一
様
に
指
示
代
名
詞
に
誤
り
伝

へ
て
し
ま

つ
た
と
も
見
ら
れ
ぬ
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヒ
の
様
な
点
で
旧
註
と

い
ふ
も
の
は
、

一
見
大
雑
把
な
解
し
か
与

へ
て
ゐ
な
い
様

で
も
、
か

へ
つ
て
言
外

に
そ
の
真
意
を
伝

へ
て
ゐ
る
と
も
い
ふ
べ
き
で
は
な
か

ら
う
か
。

四

以
上

「
そ
の
事
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
武
田
博
士
の
新
解
に
賛
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
小
考
の
目
的
は
同
博
士
の
高
説
に
代
辮
的
饒
舌

を
弄
す
る
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

例

へ
ば
文
豚
の
見
方
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
博
士
に
よ

れ
ば

「
を
か
し
き
事
を
い
ひ
て
も
」
以
下
段
末
ま
で
を

一
文
と
見
な

し
、

「
な
ど
定
め
あ

へ
る
」
は

「
を
か
し
き
事
を
い
ひ
て
も
…
才
あ

る
人
は
そ
の
事
」
を
承
け
る
も
の
と
し
て
を
ら
れ
る
。
ご
れ
は
極
め

て
独
創
的
な
新
し
い
解
釈
で
あ
る
と
思
ふ
。
併
し
こ
れ
が
必
す
正
し

い
と
す
る
積
極
的
理
由
も
な
い
か
ら
、
姑
く
廻
後
し
に
し
て
、
更
に

問
題
と
な
る

「
人
の
見
ざ
ま
の
よ
し
あ
し
」
以
下
の
口
訳
を
読
ん
で

見
よ
う
。
即
ち

人
の
見
恰
好
の
可
否
、
才
の
あ
る
人
は
そ
の
事
な
ど
と
定
め
あ

つ
て
ゐ
る
に
…

と
あ
る
。
こ
れ
は
意
外
に
曖
味
な
解
釈
文
で
あ
る
が
、博
士
は
恐
ら
く

こ
ゝ
の
文
肱
を
「
人
の
見
ざ
ま
の
よ
し
あ
し
」
と
「
才
あ
る
人
」
の
二
つ

の
併
立
し
た
主
格
に
「
そ
の
事
」
と
い
ふ
述
部
が
つ
い
た
形
で
あ
る
と

見
て
を
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
即
ち
塚
本
氏
流
に
示
せ
ば

人
の
見
ざ
ま
の
よ
し
あ
し

(
又
)
才
あ
る
人

は
そ
の
事

と
な
る
の
で
あ
ら
う
。

「
才
あ
る
人
」
の
上
に

「
又
」
と
い
ふ
接
続

詞
を
入
れ
て
解
く
の
は
文
段
抄
が
既
に
明
示
し
た
所
で
あ
っ
て
、
以

来
殆
ど
の
解
が
こ
の
流
を
掬
ん
で
ゐ
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
逆

つ

て
文
章
を
ギ
コ
チ
ナ
イ
も
の
に
し
て
解
釈
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か

と
思

ふ
。

第

一
、
主
格
と
見
立
て
た
二
つ
の
併
立
句
は
あ
ま
り
に
チ
グ

バ
グ

で
整
つ
て
ゐ
な
い
。
凡
そ
古
典
解
読
に
当
り
、
接
続
詞
の
な
い
二
つ

以
上
の
句
を
併
列
さ
せ
て
、

一
つ
の
述
部

で
統

一
す
る

手

法

は

一



見

、
理
路
井
然
と
割
り
切
つ
た
か
の
感
を
与

へ
る
も
の
で
あ
る
が
、

逆

つ
て
文
の
構
造
を
機
械
的
に
処
理
し
、
そ
の
流
麗
さ
を
等
閑
に
し

た
弊

に
陥
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

又
仮
に
前
に
示
し
た
塚
本
氏
の
文
豚
に
よ
つ
て

な
ど
定
め
あ

へ
る
に
…

な

ど
と
し
て
み
て
も
、
こ
れ
で
は
文
章
と
し
て
成
り
立

た

な

い

か

ら

,
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
い
つ
れ
に
せ
よ
併
立
さ
せ
る
事
は
こ

の
揚
合
都
合
が
悪

い
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
な
理
由
で
、
ご
ゝ
は

人
の
み
ざ
ま
の
よ
し
あ
し

〔
ニ
ツ
イ
テ
〕

「
ざ
え
あ
る
人
は
そ

の
事
」
な
ど
定
め
あ

へ
る
に
…
…

と
見

た
方
が
遙
か
に
文
章
と
し
て
自
然
で
、
良
く
は
な
か
あ
う
か
。

即
ち

「
人
の
み
ざ
ま
の
よ
し
あ
し
」
は

「
定
め
あ

へ
る
」
の
連
用
修

飾
格

又
は
目
的
格
と
な
り
、

「
な
ど
」
は
已
に
述

べ
た

如

く

単

に

「
ざ

え
あ
る
人
は
そ
の
事
」
だ
け
を
承
け
、

「
定
め
あ

へ
る
」
の
連

用
修

飾
格
に
立
つ
ご
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、

「
を
か
し
き
事
」
以

下

二
つ
の
文
を
包
含
し
た
長

い
部
分
を
承
け
る
と
見
た
武
田
博
士
説

よ
り
も
無
理
の
な
い
点
が
取
得
か
と
思
ふ
。
こ
の
場
合
、
主
語
は
も

と

よ
り
仮
定
的
な

「
世
間
の
人

汝
」

一
本
に
な
る
。

さ
す
れ
ば

「
人
の
み
ざ
ま
」
も
自
然
と
適
訳
が
出
て
来
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
敢

へ
て
い
へ
ば
、

「
み
ざ
ま
」
は

「
身
様
」
、

「
見

様
」
の
い
つ
れ
に
せ
よ
様
子
の
事
で
あ

つ
て
、
そ
れ
も
事
に
当
つ
て

の
態
度
を
含
め
た
広

い
意
味
で
の
様
子
で
あ
る
と
考

へ
た
い
。
従

つ

て
第
五
十
六
段
は

「
久
し
く

へ
だ
た
り
て
」
以
下

「
品

の
ほ
ど
は
か

ら
れ
ぬ
べ
き
」
ま
で
は
世
人
に
対
す
る
態
度
を
具
体
的
に
叙
し
来
た

つ
て
、
最
後
に
結
論
的
に

「
人
の
み
ざ
ま

の
よ
し
あ
し
云
々
」
と
述

べ
だ
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
く
て
、
こ
の

末
尾
の
解
釈
は

(
人

々
が
)
他
人
の
態
度
の
良
し
悪

し

(
に
つ
い
て
)
「
学
問

才
智
の
あ
る
人
は
か
う
　

で
あ
る
。
」
な
ど
と
批
評
し
合

つ

て
ゐ
る
際
に
、
自
分
の
身

に
引
き
か
け
て
云
ひ
出
し
た
の
は
実

に
不
楡
快
で
あ
る
。

と
な
る
。

か
く
解
す
る
時
、
こ

の
一
文
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
。
そ

れ
は
結
論
を
与

へ
る
気
構

へ
で
書
き
出
し

て
、俄
か
に
筆
を
転
じ
て
、

結
論
的
批
評
を
述
べ
る
態
度
そ

の
も
の
を
鋭
く
批
判
し
た
形
と
も
見

な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
兼
好
み
つ
か
ら
の
自
己
批
判

で
あ
る
。
甚
だ
散
漫
で
は
な
い
か
と
い
ふ
諺
り
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、

一
方
で
は
こ
れ
が
い
か
に
も

「
心

の
う
つ
り
ゆ
く
ま
ゝ
」
な

る
、
従
つ
て
又
兼
好

の
面
目
躍
如
た
る
、
例

の
後
牛

に
お
い
て
読
者

の
意
表
に
出
る
構
想
の
特
色
を
発
揮
し
て
ゐ
る
所
と
も
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

(先
学
諸
家
の
高
説
を
駁
し
た
る
非
礼
さ
り
が
た
く

一
九
五
五
・
一
・二
〇
)

人

の
み

ざ

ま

の

よ
し

あ

し

(
ヤ
)

ざ

え

あ

る

人

は

そ

の
事

(
コ

レ

コ

レ
)


