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美
曳
之
弩
能
曳
之
弩
能
阿
嚥
阿
嚥
ま
曾
播
施
脚
倍
母
曳
岐
愛
倶
流
之
衞

み
吉
野
の
吉
野
の
鮎
鮎
こ
・
そ
は
陽
べ
も
古
き
え
苦
し
え
／
‐

グ
奈
疑
能
母
縢
制
利
能
母
縢
阿
例
播
倶
流
之
衞

，
水
葱
の
下
．
芹
の
下
吾
は
苦
し
え

於
彌
能
古
能
野
陛
能
比
母
騰
倶
比
脆
陛
多
爾
伊
肺
施
縢
村
禰
波
美
古
能
比
母
騰
矩

・
臣
・
の
子
の
八
亜
の
紐
解
く
一
丞
だ
に
未
だ
解
か
ね
ば
皇
子
の
紐
解
く

こ
れ
は
日
本
書
紀
第
二
十
七
巻
の
経
近
く
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
童
謡
三
首
の
中
の
二
首
で
あ
る
。
紀
に
随
へ
ぱ
天
智
天
皇
十
年
の
十
月
十

七
日
、
・
天
皇
御
病
重
ら
せ
給
ひ
、
東
宮
大
海
人
皇
子
を
召
し
て
後
事
を
脇
し
給
う
た
が
、
皇
子
は
之
を
間
僻
し
、
天
皇
の
御
爲
に
出
家
修

道
せ
む
事
を
諸
ひ
た
ま
ひ
、
次
で
天
皇
の
御
鑛
許
を
得
て
吉
野
に
入
り
給
う
た
。
一
方
大
津
の
宮
で
は
十
二
月
三
日
天
皇
崩
御
、
爾
來
所

謂
壬
申
の
剛
が
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
冒
頭
の
二
首
は
か
う
し
た
崩
御
砿
宮
の
記
事
の
直
後
に
「
干
時
童
謡
日
」
と
し
て
通
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
鵲
記
紀
歌
謡
中
童
謡
叉
は
童
謡
的
な
山
來
を
有
つ
歌
は
他
に
も
粗
愉
に
あ
る
が
、
と
の
二
首
は
特
に
そ
れ
ら
し
い

吉
．
野
Ｐ
鮎
一
一
二
二
八
こ

文
學
研
究

、

1
吉
野
の
鮎 第

二
十
七
輯
（
昭
和
十
五
年
七
月
發
行
）

今

、
高
木
市
之
助

仏

可

､
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と
こ
ろ
で
肝
心
の
二
首
の
意
味
に
就
て
は
今
日
ま
だ
定
説
が
あ
る
課
で
は
な
く
、
守
部
の
所
詔
「
い
と
耳
遠
く
し
て
定
か
に
は
間
知
り

ｊ

が
た
」
き
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
等
の
諸
説
に
つ
い
て
一
堂
紹
介
批
判
す
る
代
り
に
、
多
少
の
卑
見
を
諸
説
に
参
加
さ
せ
る
事
が
許
さ
れ
る

ｕ

魁
な
ら
ば
、
前
者
即
ち
吉
野
の
鮎
の
歌
で
先
づ
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
表
現
一
忌
圖
に
於
て
鮎
と
我
と
の
對
照
に
よ
っ
て
何
も
の
か
を
言
表

さ
う
と
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
吾
糞
は
類
似
の
表
現
型
を
同
じ
記
紀
の
歌
謡
の
中
に
幾
つ
も
求
め
る
事
が
出
來
よ
う
。
例
へ
催

だ
℃
℃
を

つ
ゃ
一

汝
こ
そ
は
男
に
い
ま
せ
ば
云
々
嬬
も
た
せ
ら
め

、

め

吾
は
も
よ
女
に
し
あ
れ
ば
云
煮
（
抑
代
記
ｌ
須
勢
理
毘
賓
命
）

▽
、

衣
こ
そ
二
重
も
よ
き

０
Ｊ
』

一

、

さ
夜
床
を
な
ら
寺
へ
む
君
は
畏
き
る
か
も
（
仁
徳
記
Ｉ
盤
之
媛
命
）

、
、

、
天
に
こ
そ
き
こ
え
ず
あ
ら
め

國
に
は
聞
え
て
な
蕊
略
紀
１
尾
代
）

、
つ
ま
り
二
物
を
對
照
し
、
前
者
に
と
鑓
後
者
に
は
を
添
へ
る
事
に
よ
っ
て
、
前
者
を
引
あ
ひ
に
出
し
つ
上
主
目
的
た
る
後
者
を
弧
調
し

丈
學
研
究
簾
二
十
七
岬
二
（
一
三
八
二
）

、

風
格
を
有
ち
、
所
謂
時
人
の
蹄
趨
を
伺
ふ
事
も
出
來
て
古
代
文
學
史
上
に
重
要
な
意
義
を
有
つ
歌
謡
と
老
へ
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
私
が

℃
、

こ
の
小
稲
で
考
へ
た
く
思
ふ
事
は
さ
う
し
た
特
に
民
諦
的
な
性
格
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
叉
か
う
し
た
作
品
の
奥
に
ｌ
例
へ
ぱ
信
友
が
そ

の
「
長
良
の
山
風
」
に
於
て
試
み
た
や
う
に
ｌ
何
等
か
の
史
涯
を
掘
出
さ
う
と
い
ふ
の
で
も
な
い
。
唯
當
時
の
文
藝
の
か
れ
こ
れ
の
關
聯

に
於
て
我
が
天
武
天
皇
の
御
像
を
妨
佛
し
奉
り
た
い
ば
か
り
で
あ
る
。

、

口
卜

1
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よ
う
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
前
例
で
具
鰡
的
に
言
へ
ぱ
、
「
私
は
弱
い
女
な
の
で
す
か
ら
貴
方
の
外
に
男
は
な
い
の
で
す
」
と
い
ふ
主
目
的

色

を
一
層
弧
く
表
す
爲
に
、
「
登
方
こ
そ
男
で
い
ら
つ
し
や
る
か
ら
方
糞
に
妻
を
お
持
ち
で
せ
う
け
れ
ど
」
と
う
た
ふ
の
で
あ
る
が
、
吉
野
の

鮎
＠
童
諦
は
こ
の
同
じ
手
法
に
よ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
こ
そ
」
と
「
は
」
に
す
が
っ
て
對
照
の
目
標
を
探
し
て
行
け
ば
、
即
ち

「
我
は
く
る
し
え
」
と
い
ふ
主
目
的
を
弧
め
る
た
め
に
吉
野
の
鮎
こ
そ
は
と
引
合
ひ
に
出
し
た
に
ち
が
ひ
な
く
、
な
ぜ
「
我
」
が
苦
し
い

な
￥
』

か
と
い
へ
ぱ
、
そ
れ
は
「
水
葱
の
下
芹
の
下
」
の
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
之
に
對
立
し
て
な
ぜ
鮎
の
場
合
は
苦
し
く
な
い
か
と
い
へ

ば
、
そ
れ
は
「
島
邊
も
よ
き
」
と
い
ふ
語
の
意
味
に
係
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ｃ
か
う
老
へ
て
來
れ
ぱ
「
島
邊
も
よ
き
」
と
「
水
葱
の
下
芹

／
》
の
下
」
と
は
二
ケ
所
に
離
れ
人
、
に
な
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
在
同
一
の
事
を
別
け
て
表
現
し
て
ゐ
る
事
が
略
想
像
出
來
ろ
で
あ
ら
う
。

．
②

語
句
を
適
宜
還
元
し
大
意
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
「
吉
野
川
の
鮎
こ
そ
ば
島
邊
の
芹
や
水
葱
の
蔭
に
棲
ん
で
ゐ
る
の
も
結
構
だ
ら
う
が
、
人

間
の
私
は
こ
ん
な
山
奥
の
吉
野
川
の
ほ
と
り
に
蟄
居
し
て
ゐ
て
は
苦
し
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
い
ふ
意
味
に
な
る
で
あ
ら
う
。
し
て
み
れ

ば
こ
の
一
首
に
狐
論
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
大
海
人
皇
子
が
天
智
天
皇
の
御
本
心
と
察
し
て
、
吉
野
に
遁
れ
入
り
給
う
た
御
心
境
に
對
す

る
、
時
人
の
同
怖
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
ほ
と
山
で
興
味
の
あ
る
事
は
こ
の
童
謡
の
作
者
が
大
海
人
皇
子
逓
叙
し
奉
る
に
際
し
吉
野

、
も

の
鮎
逓
拉
し
來
つ
た
事
で
あ
る
。
歌
の
中
の
わ
れ
が
大
海
人
皇
子
で
あ
る
事
を
表
す
爲
に
そ
の
遁
れ
住
み
た
ま
ふ
吉
塒
に
ゆ
か
り
を
求

、
、

め
た
作
意
に
は
い
か
に
も
民
謡
ら
し
い
川
典
が
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
（
随
っ
て
こ
の
わ
れ
を
大
友
皇
子
と
解
す
る
諸
説
は
か
う
し
た
作
意
を
見

落
し
た
い
み
じ
き
誤
解
で
あ
る
）
更
に
吾
盈
は
こ
の
鮎
が
作
者
逹
所
洲
時
人
の
大
海
人
皇
子
に
對
し
奉
る
親
愛
の
心
蹄
を
よ
そ
な
が
ら
表

現
し
よ
う
と
す
る
應
微
な
騨
嚥
關
係
を
霧
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
上
代
歌
謡
に
於
て
喋
職
は
弊
職
す
る
者
と
婆
楡
さ
れ
る
者
と
二

・
つ
の
世
界
を
結
ぶ
唯
一
の
（
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に
重
要
な
）
象
徴
開
係
遊
有
っ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
は
後
世
の
創
作
和
歌
な
ど

吉
野
の
鮎
三
雪
二
八
一
三

よ
う
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
前
例
で
具
鰡
的
に
言
へ
ぱ
、
「
私
は
弱
い
女
な
の
で
す
か
ら
貴
方
の
外
に
男
は
な
い
の
で
す
」
と
い
ふ
主
目
的

色

を
一
層
弧
く
表
す
爲
に
、
「
登
方
こ
そ
男
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
方
糞
に
妻
を
お
持
ち
で
せ
う
け
れ
ど
」
と
う
た
ふ
の
で
あ
る
が
、
吉
野
の

今

‐
‐
‐
‐
’
一
百
宮
司

ｌ

‐
１
Ⅱ
Ⅱ
‐
列
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、

丈
畢
研
究
第
二
十
七
稗
・
四
（
三
一
八
四
）

に
秩
交
に
し
て
兇
受
け
る
や
う
な
筌
虚
な
修
跡
的
技
巧
で
は
な
く
、
そ
こ
に
切
狂
な
彼
等
の
生
の
何
等
か
の
表
現
が
あ
る
邪
は
こ
の
噸
の

歌
謡
に
親
し
ん
で
ゐ
る
人
堂
に
は
あ
ま
り
に
も
明
白
な
事
変
で
あ
ら
う
。
吉
野
の
鮎
は
こ
の
童
謡
に
於
け
る
か
う
し
た
僻
喰
の
狂
證
で
あ

睦
や
ひ
と
せ
と

っ
て
、
即
ち
、
吉
野
の
鮎
に
對
す
る
作
背
の
愛
着
（
そ
れ
は
一
‐
隼
人
の
渦
門
の
磐
も
鮎
走
る
芳
野
の
瀧
に
な
ほ
及
か
ず
け
り
」
（
戎
莱
集
九

六
○
）
な
ど
と
詠
ま
れ
た
寓
葉
人
の
感
附
か
ら
そ
の
ま
上
測
っ
て
類
推
さ
れ
る
事
で
あ
ら
う
）
は
そ
の
ま
上
大
海
人
皇
子
に
對
す
る
好
感
同

情
の
象
徴
的
表
現
に
外
な
ら
な
い
の
で
お
る
。
さ
う
し
て
本
歌
が
、
書
紀
に
随
っ
て
、
「
時
童
謡
」
で
あ
っ
て
個
人
的
な
創
作
歌
謡
で
な
い

以
上
、
皇
子
に
奉
る
か
う
し
た
親
愛
の
怖
も
亦
佃
人
的
な
感
怖
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
人
に
共
通
の
好
感
、
例
へ
ぱ
民
意
と
か
或
は
御
人

氣
（
畏
多
い
用
語
か
も
知
れ
な
い
が
）
と
か
い
ふ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
書
紀
巻
二
十
八
に
左
大
臣
蘇
斑
赤
兄
臣
等
が
皇

子
症
莵
道
に
途
り
ま
つ
っ
て
大
津
に
歸
る
條
に
「
或
日
虎
群
し
翼
放
之
」
と
あ
る
の
を
信
友
が
時
人
の
語
と
解
し
た
の
を
通
樺
の
蒋
者
が
「
此

の
評
は
時
人
の
語
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
近
江
朝
廷
に
し
て
天
皇
を
除
き
奉
ら
む
と
の
籍
謀
に
頂
り
し
も
の
の
語
な
り
云
を
。
さ
れ
ば
此
語

時
人
の
頓
に
天
皇
を
悪
さ
ま
に
申
し
た
る
緋
に
あ
ら
ず
、
我
が
應
謀
の
た
が
ひ
た
る
を
口
惜
し
む
が
餘
り
に
か
ｋ
ろ
語
逓
も
發
し
た
り
し

な
り
け
り
」
菰
粍
第
五
’
三
五
ｇ
へ
頁
）
と
詰
っ
て
ゐ
る
の
は
少
く
と
も
こ
の
童
祇
の
開
す
る
限
り
正
し
い
見
解
と
な
さ
ぜ
る
を
得
な
い
の

へ
。

で
あ
る
。

次
の
「
臣
の
子
２
の
童
謡
も
亦
「
さ
だ
か
に
聞
き
知
り
難
」
い
事
は
吉
野
の
鮎
と
同
様
で
あ
る
が
、
唯
一
つ
の
手
が
上
り
は
、
と
Ａ

に
も
見
ら
れ
る
一
つ
の
對
立
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
吉
野
の
鮎
の
場
合
と
異
な
り
、
洩
然
な
が
ら
も
作
者
即
ち
時
人
の
或
愛
州
乃
至
向
背

に
連
な
る
ら
し
い
對
立
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
喫
嚥
は
「
八
重
の
紐
」
を
「
解
く
」
事
で
、
そ
れ
が
ど
の
や
う
な
事
震
を
礫
へ
て
ゐ
る
か
に

よ
っ
て
諸
説
が
岐
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
姑
く
捲
き
、
さ
う
し
た
八
重
の
紐
を
解
く
者
が
「
臣
の
子
」
と
「
皇
子
」
と
對
立
し
て
ゐ

岸

イ

’

’
0

■ 、

ｉ
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ろ
事
に
ま
ち
が
ひ
は
な
い
。
（
随
っ
て
こ
の
對
立
を
見
落
し
た
諸
説
は
こ
の
韮
読
の
主
た
る
意
圃
莚
逸
し
た
と
い
ふ
意
味
に
於
て
既
に
そ
の

川
發
を
誤
っ
た
見
解
と
言
ふ
く
き
で
あ
ら
う
。
）
そ
こ
で
對
立
の
内
容
を
棒
べ
て
み
る
に
、
「
臣
の
子
」
は
一
重
だ
に
解
か
な
い
、
或
は
解
き

得
な
い
の
に
對
し
て
『
皇
子
」
は
八
重
の
紐
を
八
重
な
が
ら
解
き
給
ふ
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
對
立
關
係
は
「
だ
に
」
の
雄
涛
な
表
現
に

よ
っ
て
明
瞭
に
分
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
か
う
し
た
表
現
に
乗
っ
て
行
く
な
ら
ば
、
「
臣
の
子
」
に
鴎
す
る
も
の
は
無
能
で
あ
り
輕
蔑
で
あ

り
不
信
で
あ
り
、
反
對
に
一
‐
皇
子
一
・
、
の
脇
性
は
萬
能
で
あ
り
蹴
敬
で
あ
り
信
頼
で
あ
る
と
言
へ
は
し
な
い
か
Ｉ
。
少
く
と
も
こ
の
童
謡」

の
表
さ
う
と
し
て
ゐ
る
主
意
は
か
う
し
た
鮮
か
な
對
立
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
こ
で
書
紀
の
上
述
「
子
時
童
謡
日

の
何
に
戻
り
、
此
の
「
時
」
に
於
け
る
相
對
立
す
る
者
が
何
か
と
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
に
壬
申
の
剣
に
於
け
る
細
對
立
す
る

わ
ｂ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
劫
に
於
て
一
‐
臣
の
子
」
と
は
近
江
の
御
方
の
臣
の
子
、
即
ち
故
松
岡
靜
雄
氏
の
見
解
の

③
③

や
う
に
主
と
し
て
蘇
賀
赤
兄
匝
を
指
す
か
或
は
山
川
孝
雄
氏
の
や
う
に
「
大
臣
有
力
群
」
達
を
指
す
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
「
皇

、

子
」
と
墜
吉
野
の
鮎
」
の
「
わ
れ
」
即
ち
大
海
人
皇
子
を
指
し
奉
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
に
考
へ
て
行
く
と
、
二
首
の
童
謡

は
そ
の
内
容
に
於
て
は
い
か
に
も
童
謡
ら
し
く
洩
然
た
る
も
の
で
あ
る
に
も
係
ら
ず
、
時
人
の
大
海
人
皇
子
即
ち
天
武
天
皇
に
對
し
奉
る

親
愛
と
信
赦
の
姿
だ
け
は
不
思
議
に
鮮
明
で
あ
り
、
か
う
し
た
角
度
か
ら
窺
へ
ば
、
前
者
に
は
時
人
の
寵
兒
と
し
て
常
時
の
人
氣
を
負
は

せ
給
う
た
皇
子
の
大
き
な
苦
し
み
が
の
た
う
ち
、
後
者
に
は
反
對
に
皇
子
の
か
う
し
た
苦
悩
を
克
服
し
て
迩
進
し
た
ま
ふ
洋
盈
た
る
將
來

が
保
障
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
よ
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
許
共
は
こ
上
に
我
が
天
武
天
皇
の
御
像
を
描
き
奉
っ
た
二
枚
の
簡
素
な
戯
誘

（
と
い
っ
て
も
剛
る
好
感
に
充
ち
た
）
を
有
つ
と
言
っ
て
は
ま
ち
が
ひ
で
あ
ら
う
か
。

。

凸
ロ
日
日
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と
こ
ろ
が
天
皇
に
は
、
こ
れ
と
見
事
に
照
唯
す
る
、
別
の
二
枚
の
、
同
じ
く
素
描
ら
し
い
御
自
識
像
が
あ
る
の
で
あ
る
。

天
皇
御
製
歌

（
天
武
）

三
吉
野
之
耳
我
繊
蘭
時
無
曾
雪
者
降
家
留
間
無
曾

み
よ
し
ぬ
の
み
上
が
の
み
ね
に
と
き
な
く
ぞ
ゆ
き
は
ふ
り
け
る
ひ
ま
な
く
・
ぞ

雨
者
零
計
類
共
雪
乃
時
無
如
共
雨
乃
間
無
如

あ
め
は
ふ
り
け
る
そ
の
ゆ
き
の
と
き
な
き
が
ご
と
そ
の
あ
め
の
ひ
ま
な
き
が
ご
と
‐

隈
毛
不
落
思
乍
叙
來
共
山
道
乎
（
戎
葉
栗
巷
－
１
二
五
）
，

く
ま
・
も
お
ち
ず
も
ひ
つ
Ｌ
ぞ
こ
し
そ
の
や
ま
み
ち
を

唾

或
本
歌
・

（
省
略
）
，

天
皇
幸
干
吉
野
宮
時
御
製
歌

（
天
武
）

淑
人
乃
良
跡
吉
見
而
好
常
言
師
芳
野
吉
見
與
〃
良
人
四
來
三

よ
き
ひ
と
の
よ
し
と
よ
く
み
て
よ
し
と
い
ひ
し
よ
し
い
よ
く
み
よ
よ
き
ひ
と
よ
く
み
つ

（
蕊
葉
栗
巻
－
１
二
十
七
）

紀
日
八
年
己
卯
五
月
庚
辰
朔
甲
申
幸
干
吉
野
宮

二
首
は
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
共
に
吉
野
に
開
す
る
御
製
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
前
者
は
い
か
に
も
沈
痛
憂
鯵
で
あ
る
に
對
し
て
後
者
は

誠
に
解
放
的
に
明
朗
で
あ
る
。
こ
の
軸
吉
野
の
鮎
の
童
謡
の
あ
え
ぐ
や
う
な
態
度
と
臣
の
子
の
童
謡
の
断
乎
と
し
た
熊
度
と
の
對
照
に

似
て
ゐ
る
。

さ
て
少
し
く
立
入
っ
て
二
首
の
御
製
を
み
る
に
、
先
づ
後
者
即
ち
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
に
は
前
掲
の
や
う
に
左
註
が
あ
っ
て
こ
の
御

I



ｰ

〆

幸
が
日
本
紀
記
載
天
武
八
年
五
月
の
記
事
に
該
當
す
る
由
を
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
も
し
之
を
信
ず
る
な
ら
ば
（
そ
こ
に
は
何
等
疑
ふ
べ
き

理
由
も
な
く
、
随
っ
て
諸
注
皆
之
を
信
じ
て
ゐ
る
）
此
の
御
製
は
天
皇
が
八
年
五
月
五
日
’
七
日
の
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
せ
給
う
た
も
の

と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
此
度
の
行
幸
に
開
し
て
害
紀
の
詳
細
な
記
述
に
擦
る
と
、
六
日
天
皇
は
皇
后
及
び
草
壁
皇
子
大
津
皇
子

商
市
皇
子
河
島
皇
子
忍
壁
皇
子
芝
韮
皇
子
の
六
皇
子
を
從
へ
て
幸
し
給
ひ
、
翌
七
日
皇
后
並
び
に
六
皇
子
に
詔
し
て
忠
誠
を
盟
は
し
め
給

ふ
と
共
に
御
自
か
ら
も
亦
御
仁
慈
を
盟
ひ
給
ふ
の
で
あ
る
。
御
盟
ひ
の
内
怖
に
就
て
は
匝
盈
の
想
像
説
が
あ
る
が
、
皇
子
の
御
盟
の
語
の

中
に
吾
兄
弟
長
幼
並
十
餘
王
各
出
干
異
腹
と
あ
り
、
天
皇
も
亦
朕
男
等
各
異
腹
而
生
る
な
ど
と
の
た
ま
ふ
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
皇
子
御
相
互

の
間
に
多
少
、
回
滿
を
欠
き
給
ふ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
爲
で
は
無
か
っ
た
か
。
尤
も
そ
れ
も
さ
し
た
る
御
不
和
で
は
な
く
、
後
年
死
を
賜

う
た
大
津
皇
子
に
し
て
も
常
時
は
ま
だ
十
七
歳
の
御
若
年
で
あ
る
し
秀
交
こ
の
御
盟
ひ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
解
消
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
折
柄
吉
野
瀧
宮
を
め
ぐ
る
初
夏
清
爽
の
氣
は
天
皇
の
か
う
し
た
御
盟
の
後
の
御
心
境
と
映
發
し
て
一
段
と
快
適
な
も
の
で
あ
っ
た
と

‐
，
察
せ
ら
れ
る
。
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
は
か
う
し
た
天
皇
の
行
幸
の
誠
に
的
確
な
御
表
現
で
あ
っ
て
、
「
よ
し
」
の
反
覆
は
一
歩
を
誤
れ
ば

修
僻
の
末
技
に
瞳
す
る
危
瞼
が
あ
る
の
に
、
よ
く
こ
の
危
険
に
堪
へ
て
、
而
か
も
一
方
に
は
純
快
な
同
語
の
重
霊
と
之
を
率
制
す
る
「
よ
し

と
い
ひ
し
」
「
よ
き
ひ
と
よ
く
み
つ
」
な
ど
の
莊
亜
な
字
餘
り
と
問
に
不
思
議
な
譜
調
を
奏
す
る
と
こ
ろ
正
に
御
作
者
の
偉
大
な
御
風
格

の
發
臨
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
に
槻
て
來
る
と
御
製
と
さ
き
の
「
臣
の
子
の
」
の
童
謡
と
の
間
に
は
誠
に
偶
然
で
な
い

、
、
ｂ

契
合
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
液
謡
淀
於
け
る
作
者
は
御
製
に
於
け
る
よ
き
人
と
別
人
で
な
く
、
御
製
に
於
け
る
御
作
者
は
童
謡
に
於

臥
こ

ふ
こ

け
る
皇
子
と
重
な
り
、
さ
う
し
て
童
謡
の
作
者
が
皇
子
に
對
し
て
「
八
垂
の
紐
と
く
」
と
う
た
っ
た
偏
執
と
御
製
の
御
作
者
が
よ
し
と
よ

く
み
し
と
嘉
み
し
給
う
た
御
信
頼
と
が
正
に
襟
と
披
い
て
粗
抱
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

吉
．
野
‐
の
鮎
七
（
一
三
八
七
）
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さ
う
い
へ
ば
、
恰
も
こ
の
御
製
と
は
對
蹄
的
に
沈
捕
な
表
附
を
有
つ
も
う
一
打
の
御
製
（
み
よ
し
い
の
）
も
亦
も
う
一
竹
の
童
橘
吉
野
の

鮎
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。
一
朏
と
の
御
製
で
「
恩
ひ
つ
ｌ
ぞ
來
し
」
と
の
た
ま
う
た
天
皇
の
御
思
ひ
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
が

最
初
の
問
題
で
あ
る
が
、
諸
説
は
大
朏
に
於
て
之
を
天
皇
の
誰
か
に
對
し
給
ふ
御
懸
怖
と
見
る
も
の
と
、
懸
と
は
全
く
關
係
の
無
い
他
の

⑤

御
憂
愁
と
解
す
る
も
の
と
二
通
り
に
別
け
る
事
が
出
来
る
。
前
背
は
と
の
御
製
が
巻
十
三
三
一
売
三
の
類
歌
に
結
句
「
吾
は
ぞ
溌
ふ
る

妹
が
正
香
を
」
と
な
っ
て
ゐ
る
事
な
ど
か
ら
示
唆
を
得
た
か
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
古
義
を
は
じ
め
新
考
總
樺
等
は
大
船
に
於
て
か
う
し

た
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
。
後
粁
は
御
即
位
の
前
、
大
津
の
宮
を
僻
し
て
吉
野
に
入
り
給
ふ
際
の
御
憂
苦
〃
至
（
御
即
位
後
の
行
幸
の
際
の

御
作
歌
と
識
想
し
て
、
）
何
等
か
別
の
御
煉
間
と
老
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
契
沖
・
坑
淵
・
守
部
・
山
田
孝
雄
氏
等
は
そ
れ
人
、
主
張
の
程
度

や
内
雰
に
相
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
、
も
こ
の
側
面
に
立
っ
た
槻
方
を
し
て
ゐ
る
事
に
於
て
は
同
様
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
對
し
て
私
は
後
宥
、
殊
に
御
即
位
前
紀
の
御
吉
野
入
の
際
の
御
思
ひ
を
叙
し
た
も
の
と
す
る
諸
説
に
與
す
る
肴
で
あ
る
。

な
ぜ
か
。
私
は
先
づ
此
の
御
製
の
か
う
し
た
理
會
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
極
糞
の
支
障
を
菱
除
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
鮫
初
の
問
題

は
前
記
巻
十
三
の
類
歌
（
三
一
九
三
と
こ
の
御
製
と
の
異
同
で
あ
る
。
巻
十
三
の
類
歌
は
何
巻
の
部
立
に
よ
っ
て
も
分
る
や
う
に
、
明
白

に
相
開
に
馬
す
る
歌
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
事
在
は
、
そ
の
ま
Ｌ
御
製
も
亦
同
様
に
識
の
御
歌
で
．
あ
る
事
の
證
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ら

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
類
歌
が
そ
の
成
立
に
際
し
て
御
製
を
粉
本
と
し
た
事
は
略
想
像
が
出
来
る
け
れ
と
も
、
か
う
し
て
川
來
上
っ
た
類
歌
は

既
に
別
の
歌
と
な
り
了
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
結
句
を
「
吾
は
ぞ
趣
ふ
る
妹
が
正
香
を
」
と
作
る
事
に
よ
っ
て
歌
全
慨
の
表
現
は

も
℃

℃
℃

も
１
℃
℃
も
り
℃
も

一
鍵
す
る
。
御
製
に
於
て
は
「
雪
は
降
り
け
る
」
「
雨
は
降
り
け
る
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
結
句
の
「
思
ひ
つ
上
ぞ
來
し
そ
の
山
道
を
」
に

。
℃
、

呼
應
し
て
吉
野
に
於
け
る
天
皇
の
御
鰐
験
を
奴
し
て
ゐ
る
の
に
、
類
歌
の
方
で
は
、
吉
野
の
雨
雪
は
「
降
る
と
ふ
」
と
よ
そ
ご
と
に
な

ノ

r‐

Ｃ

Ｉ
Ｉ

１
口

ｌ
ｌ
Ｉ
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ノ
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り
、
「
吾
は
ぞ
懸
ふ
る
」
作
者
の
位
置
が
不
明
と
な
っ
た
爲
に
、
吉
野
の
御
金
が
嶽
は
作
者
に
は
単
な
る
響
嚥
の
世
界
で
し
か
な
く
な
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
雨
歌
の
關
係
は
類
歌
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
全
船
と
し
て
別
個
で
あ
る
。
（
御
製
の
次
の
或
本
歌
に
は
雪
者

落
等
言
、
雨
者
落
等
言
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
上
述
胴
歌
の
關
係
か
ら
推
し
て
行
く
と
こ
の
表
現
は
中
途
半
端
な
矛
盾
を
有
っ
事
に
な
る
や

う
で
あ
る
）
と
に
か
く
垂
昆
は
類
歌
が
繊
歌
で
あ
る
と
い
ふ
事
涯
か
ら
逆
に
御
製
に
慰
の
意
味
を
類
推
す
る
理
巾
は
毫
も
認
め
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
な
ほ
と
れ
と
は
別
に
、
御
製
を
慈
の
部
類
に
入
れ
る
に
は
多
少
と
も
不
自
然
な
節
が
な
く
は
な
い
。
と
い
ふ
の
は
「
隈
も
お

ち
ず
思
ひ
つ
上
ぞ
來
し
そ
の
山
路
を
」
と
い
ふ
結
句
を
虚
心
に
考
へ
て
み
る
に
、
も
し
此
の
句
に
何
人
か
に
對
す
る
思
慕
の
崎
を
托
し
た

と
解
し
よ
う
と
な
ら
ば
、
さ
う
し
た
心
境
は
例
へ
ぱ
人
腔
が
石
兄
の
剛
か
ら
妻
に
別
れ
て
上
っ
て
來
る
と
か
、
旅
人
が
娘
子
に
別
れ
て
太

宰
府
の
任
地
を
去
る
と
か
の
や
う
に
，
（
或
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
と
も
）
相
當
に
長
い
間
の
別
離
を
豫
想
せ
し
め
る
の
で
は
無
か
ら
う
か
。

と
こ
ろ
が
天
皇
の
吉
野
の
行
幸
は
、
も
し
も
飛
烏
の
地
に
都
し
給
う
て
後
の
御
事
と
す
れ
ば
、
往
復
二
日
の
行
程
で
十
分
で
あ
り
、
現
に

八
年
五
月
の
行
幸
に
し
て
も
甲
巾
に
出
立
ち
給
う
て
翌
盈
日
の
丙
成
に
は
既
に
車
測
還
宮
と
あ
る
し
、
共
他
持
統
天
皇
紀
に
見
え
る
三

十
餘
回
の
吉
野
行
幸
も
多
く
と
も
七
八
日
で
、
唯
一
回
六
年
七
月
に
二
十
日
に
亙
る
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
近
距
離

且
つ
短
時
日
の
行
幸
の
場
合
に
結
句
の
や
う
な
表
現
を
諜
想
す
る
事
は
、
勿
論
不
可
能
で
は
な
か
ら
う
が
、
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
ｏ
・
》

次
に
御
製
中
の
御
朏
験
を
部
位
前
紀
の
御
吉
野
入
に
擬
す
る
事
を
妨
げ
る
も
の
は
、
繭
葉
集
巻
一
に
於
け
る
こ
の
御
製
の
配
列
で
あ

℃
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ

る
。
即
ち
御
製
が
「
明
日
香
清
御
原
宮
天
皇
代
」
の
部
類
の
中
に
「
天
皇
御
製
歌
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
一
應
不
合
理
に
見
え

る
。
も
ｌ
も
御
製
が
上
述
の
や
う
に
即
位
前
の
御
慨
験
を
語
る
も
の
な
ら
ば
こ
の
御
製
は
、
例
へ
ぱ
天
智
天
皇
の
七
年
に
浦
生
野
に
於
て

額
田
王
に
答
へ
給
う
た
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
」
の
御
歌
の
場
合
の
や
う
に
、
「
近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
部
に
入
れ
、
標
目
も
「
大

・
吉
野
の
鮎
九
（
一
三
八
九
）
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海
人
皇
子
御
歌
」
と
で
も
あ
る
書
へ
き
だ
と
一
雌
は
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
御
製
に
繊
な
ら
ぬ
御
思
ひ
を
感
じ
得
た
諸
注
の
中
に

も
右
の
や
う
な
配
列
の
不
自
然
に
妨
げ
ら
れ
て
御
即
位
前
の
御
冊
嶮
と
解
す
る
事
を
踊
蹄
し
、
御
即
位
後
に
於
け
る
行
幸
に
際
し
て
の
何

等
か
の
御
憂
苦
と
想
像
し
よ
う
と
す
る
考
へ
方
も
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
智
見
に
随
へ
ぱ
、
配
列
の
問
題
は
必
ず
し
も
右
の
や
う
に
御
製

の
解
樺
を
拘
束
じ
て
は
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
一
艘
閏
葉
集
中
、
巻
一
、
二
が
比
較
的
整
理
の
行
届
い
た
部
分
で
あ
る
事
は
諸
家
の
齊
し

く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
随
っ
て
そ
の
配
列
や
標
題
は
ま
づ
信
戦
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
此
の
御
製
に
は
軍
に

「
天
皇
御
製
歌
」
と
し
ゃ
次
の
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
を
特
に
「
天
皇
幸
干
吉
野
宮
時
御
製
歌
」
と
こ
と
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ら
う
か
。

一
般
に
巻
一
の
諸
作
歌
の
標
題
を
瞼
べ
て
み
る
に
、
そ
の
成
立
の
時
虎
を
明
か
に
し
得
る
も
の
は
す
べ
て
、
例
へ
ぱ
「
よ
き
人
の
」
の
御

製
の
や
う
に
、
之
を
標
題
に
よ
っ
て
提
示
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
（
尤
も
額
田
王
の
御
歌
に
一
首
例
外
が
あ
る
が
（
八
、
「
熱
剛
津
に
」
）
こ
れ
』

℃
℃

は
左
註
に
（
上
略
）
因
製
歌
詠
爲
逵
哀
傷
と
あ
る
に
も
係
ら
ず
何
等
哀
傷
の
意
の
な
い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
こ
の
逢
集
の
原
形
が
槙
は
れ
て
ゐ

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
七
の
額
田
王
歌
と
あ
る
標
題
は
一
見
同
様
に
み
え
る
が
こ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
説
明
後
出
）
し
て
み
れ

ば
こ
の
御
製
も
亦
「
幸
干
吉
野
宮
時
云
々
」
と
い
ふ
意
味
の
標
題
が
あ
る
筈
で
は
な
い
か
。
尤
も
こ
の
場
合
二
首
の
御
製
の
所
傅
の
文
献

が
別
凌
で
あ
っ
た
篤
に
、
原
文
の
標
題
を
そ
れ
人
１
本
集
へ
持
越
し
た
と
い
ふ
解
牒
も
老
へ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
比
較
的
整
理
の

行
届
い
た
悲
一
の
標
題
を
識
す
る
上
に
は
不
十
分
で
あ
ら
う
、
そ
こ
で
御
製
の
配
列
と
標
題
と
を
そ
の
ま
上
信
頼
す
る
限
り
、
吾
登
に
可
能

な
想
像
は
唯
一
つ
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
そ
れ
は
巻
一
の
此
の
部
分
の
編
者
が
在
際
と
の
御
製
を
「
幸
干
吉
野
宮
時
」
の
御
作
と
考
へ

な
か
っ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
笹
見
に
よ
れ
ば
そ
ん
な
に
無
理
な
事
で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
御
製
は
次

の
「
よ
き
人
の
」
と
異
な
り
、
天
皇
が
親
し
く
吉
野
に
行
幸
し
た
ま
う
た
時
に
で
は
な
く
、
飛
鳥
の
宮
に
ま
し
ま
す
御
平
常
に
於
て
何
か

卜

１
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０
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０
０
０
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０
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０
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０
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Ｉ
ｌ
ｌ
‐
‐

｜
＃

ノ

、

Ｊ

の
機
會
に
ま
だ
生
費
し
い
壬
申
の
鍵
の
営
時
を
思
ひ
出
で
て
詠
み
た
ま
う
た
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
同
巻
一
の
七
に
単
に
額
田

王
歌
と
し
て
兎
道
の
宮
の
行
幸
の
御
回
想
の
歌
を
掲
げ
て
ゐ
る
と
同
一
の
態
度
で
あ
ら
う
。
）
壬
申
の
愛
が
天
皇
に
と
っ
て
恐
く
最
大
の

出
來
事
で
あ
る
限
り
、
天
皇
が
雪
に
つ
け
雨
に
つ
げ
、
か
う
し
た
営
時
の
苦
い
御
追
憶
に
耽
り
給
う
て
、
之
を
御
製
に
詠
じ
給
ふ
の
は
誠

も
、

に
沸
然
の
事
で
、
こ
の
術
然
を
愉
然
と
し
て
認
め
さ
へ
す
れ
ば
．
御
製
の
内
容
が
御
即
位
前
の
御
僻
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
勿
論
天
皇

、
口

と
し
て
の
御
製
歌
に
外
な
ら
ず
、
而
か
も
之
を
次
の
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
の
や
う
に
「
幸
子
吉
野
宮
時
」
と
説
明
す
る
事
も
出
来
な
い

・
の
で
あ
る
。
、
加
之
か
う
し
た
想
像
を
或
程
度
迄
支
持
す
る
も
の
は
御
製
そ
の
も
の
の
内
容
で
あ
る
。
一
船
此
の
御
製
が
「
よ
き
人
の
」
の

御
製
と
同
じ
行
幸
に
際
し
て
作
ら
れ
た
と
は
首
肯
さ
れ
な
い
節
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
雨
首
の
季
節
の
關
聯
で
あ
っ
て
、
「
よ
き
人

の
」
の
御
製
が
快
適
な
夏
の
吉
野
を
反
映
し
て
ゐ
る
事
は
既
に
老
へ
た
事
で
あ
り
、
左
註
も
亦
之
を
扶
け
て
ゐ
る
と
言
へ
よ
う
。
と
こ
ろ

で
こ
の
「
み
よ
し
の
の
」
の
御
製
は
果
し
て
同
じ
五
月
の
御
作
歌
ど
し
て
通
川
す
る
で
あ
ら
う
か
。
尤
も
そ
れ
は
季
節
に
開
係
な
く
三
吉

／

、

野
の
耳
我
の
繊
の
有
つ
一
つ
の
智
性
を
表
は
し
た
も
の
と
す
れ
ば
何
時
何
虎
で
も
さ
う
詠
め
な
い
筈
は
な
い
が
、
併
し
歌
作
の
査
際
に
於

‐
て
、
例
‐
へ
ぱ
興
夏
の
日
光
が
録
樹
を
透
し
て
さ
ん
ノ
ー
と
降
り
砿
ぐ
五
月
の
、
し
か
も
瀧
の
宮
に
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
「
そ
の
山
道
」
な
ど
に

人
は
坐
し
て
「
時
な
く
ぞ
雲
は
降
り
け
る
」
と
よ
そ
ノ
ー
し
く
う
た
ふ
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
う
し
て
も
し
此
の
御
製
を
か
う
し

た
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
と
同
じ
度
の
行
幸
か
ら
解
放
し
、
い
つ
の
時
に
か
天
皇
が
そ
の
か
み
壬
申
の
飢
徴
時
の
御
吉
野
入
り
の
御
艘
験

を
御
川
想
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
季
節
は
よ
く
合
っ
て
来
る
の
で
、
天
皇
が
天
判
天
皇
の
十
年
に
吉
野
に
わ
け
入
り
給
う
た
の
は
冬
十
月

の
下
旬
の
事
で
、
佛
道
修
行
と
稲
し
給
う
た
以
上
（
或
は
事
涯
さ
う
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
）
後
の
行
幸
に
比
べ
れ
ば
相
柑
奥
深
く
わ

け
入
り
給
う
た
事
も
想
像
出
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
さ
ま
人
１
と
し
た
山
道
に
「
時
な
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
間
な
く
ぞ
雨
は
降
り
け

も

吉
野
の
鮎
一
一
（
三
一
九
こ

l
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る
」
事
は
決
し
て
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
事
な
の
で
あ
る
。

尤
も
、
も
し
巻
十
三
の
歌
の
方
を
規
準
に
し
て
老
へ
れ
ば
も
う
一
つ
別
の
槻
方
も
可
能
な
課
で
あ
る
。
即
ち
み
吉
野
の
某
凌
の
獄
と
巻

十
三
や
本
歌
で
呼
ん
で
ゐ
る
の
は
、
例
の
修
験
逆
の
山
伏
な
ど
が
筆
ぢ
の
ぼ
っ
た
、
も
つ
と
遥
か
に
奥
の
、
例
へ
ぱ
山
上
が
獄
其
の
他
の

峻
拳
の
事
で
、
標
商
千
七
百
米
に
近
い
丑
等
の
峰
盈
の
事
故
、
「
時
じ
く
ぞ
」
雪
が
降
り
、
而
か
も
そ
れ
は
単
に
離
宮
あ
た
り
か
ら
仰
い
だ

、
、

だ
け
で
あ
る
か
ら
（
果
し
て
仰
げ
る
か
ど
う
か
未
調
で
あ
る
が
）
唯
ら
し
く
「
降
る
と
ふ
」
と
言
っ
た
の
に
不
思
議
は
な
い
と
い
ふ
槻
方

で
あ
る
。
こ
れ
は
巻
十
三
の
歌
だ
け
と
切
離
し
て
〈
或
は
御
製
も
亦
之
を
本
擴
と
し
て
派
生
し
た
も
の
と
し
て
）
老
へ
る
場
合
に
は
一
畦

尤
も
で
あ
る
が
、
も
し
逆
に
御
製
が
丘
に
御
製
で
あ
る
事
を
傭
じ
、
之
を
規
準
と
し
て
巻
十
三
の
解
に
も
及
ぱ
う
と
す
る
態
度
に
立
つ
な

、
ｂ

ら
ぱ
、
か
う
し
た
解
は
、
霊
は
一
‐
そ
の
山
道
を
」
の
そ
の
を
通
り
抜
け
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
「
そ
の
」
は
前
後
の
關
係

℃
ｂ

上
ど
う
し
て
も
「
間
な
く
と
き
な
く
雪
や
雨
が
降
っ
た
と
こ
ろ
の
山
」
を
指
示
し
た
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
う
し
て
そ
の
山
道
を

天
皇
御
自
ら
「
恩
ひ
つ
ｋ
來
」
た
ま
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
粁
は
此
の
御
製
に
於
て
完
全
に
同
一
化
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
更
に
「
そ
の
山
道
」
は
「
そ
の
山
」
の
「
道
」
で
そ
の
山
は
「
時
な
く
ぞ
」
雪
の
降
る
川
で
あ
り
、
道
は
天
皇
の
「
思
ひ
つ
型
ぞ
來
」
た

ま
う
た
逆
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
に
飯
な
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
ふ
風
に
老
へ
て
行
く
事
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
要
す
る
に
沈
涛
た

る
を
苑
が
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

●次
に
御
製
が
天
皇
の
現
奮
の
御
朏
験
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
過
去
の
御
船
聡
の
御
追
憶
と
想
像
さ
れ
る
内
證
の
一
つ
は
「
そ
の
山
道

、
、

Ｑ
Ｑ
ｑ
Ｑ
℃

を
」
の
そ
の
で
あ
る
。
そ
の
は
こ
の
場
合
勿
論
先
行
の
「
時
歳
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
云
舞
」
を
承
け
て
「
そ
の
や
う
な
山
道
」
と
指
示
し

た
も
の
、
例
へ
ば

’

１
１
１
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１
１

冊

℃
ｂ

た
ま
き
は
る
宇
智
の
大
野
に
馬
竝
め
て
朝
踏
ま
す
ら
む
そ
の
草
深
野
茂
葉
、
巻
一
中
皇
命
）
・

田
も

の
そ
の
に
似
た
意
味
を
有
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
か
う
し
た
そ
の
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
山
道
を
今
し
も
足
下
に

踏
み
し
め
て
ゐ
る
現
實
の
山
道
と
解
す
る
事
は
「
そ
の
」
の
蕊
っ
本
来
の
或
距
離
感
（
文
法
で
逮
孵
な
ど
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
）
を
滿
足
さ

も
Ｕ

せ
る
所
以
で
は
な
い
や
前
拙
「
た
ま
き
は
る
」
で
そ
の
と
指
し
て
ゐ
る
の
も
草
深
野
が
作
者
に
と
っ
て
直
接
知
斑
の
對
象
で
な
く
、
「
馬
な

Ｌ
℃
ｂ

め
て
朝
ふ
ま
す
ら
む
」
と
想
ひ
や
る
世
界
に
速
の
い
て
ゐ
る
か
ら
で
、
と
上
に
と
の
で
な
い
そ
の
の
語
感
が
満
足
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら

℃
、

ぅ
か
。
丁
度
と
の
や
う
に
御
製
の
「
そ
の
山
道
」
の
そ
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
御
製
で
「
恩
ひ
」
の
、
王
格
が
天
皇
御
自
ら
で
あ
る
以
上

こ
の
「
そ
の
」
を
「
た
ま
き
は
る
」
の
御
歌
の
や
う
に
推
吋
巫
の
彼
方
へ
想
ひ
や
る
事
が
出
來
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
妓
も
そ
の
ら
し
く

も
、

理
會
す
る
す
べ
は
例
へ
ぱ

℃
℃

ぬ
ぱ
た
ま
の
そ
の
夜
の
月
夜
け
ふ
ま
で
に
吾
は
忘
れ
ず
間
な
く
し
念
へ
ぱ
（
巻
七
、
河
内
百
枝
子
）

の
や
う
に
、
「
山
道
」
を
追
憶
の
世
界
へ
兇
は
る
か
す
事
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
考
へ
て
行
く
と
一
‐
降
り
け
る
」
の
け
る
に
も
兇
逃
せ

℃
ｂ
・

な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
け
る
だ
け
切
離
せ
ば
例
へ
ぱ
「
富
士
の
高
敬
に
雪
は
降
り
け
る
」
の
場
合
の
や
う
な
．
或
現
在
を
表
す

事
を
否
み
難
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
御
製
の
や
う
に
全
仙
が
追
憶
の
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
け
る
」
も
亦
過
ぎ
去
っ
た
常
時

の
追
憶
を
追
憶
ら
し
く
表
現
す
る
過
去
の
言
葉
と
し
て
兇
也
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
し
、
随
っ
て
又
「
思
乍
叙
來
」
の
來
字
も
從
來
「
來

し
」
と
「
來
る
」
と
一
訓
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
か
う
し
た
前
後
の
關
係
か
ら
押
し
て
「
來
し
」
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
餘

計
な
穿
索
に
そ
れ
た
が
要
す
る
に
此
の
御
製
の
配
列
も
標
題
も
別
に
御
製
の
御
「
忠
ひ
」
を
天
皇
御
即
位
前
の
吉
野
入
御
の
御
朏
馳
と
す

る
見
解
を
妨
げ
得
な
い
事
を
言
へ
ぱ
足
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
や
う
に
し
て
極
盈
制
約
や
拘
束
ら
し
い
も
の
を
除
き
、
猿
に
自
由
の
立
場
に
立
っ
て
御
製
そ
の
も
の
を
正
脱
し
て
光
っ
感
得

出
来
る
も
の
艮
犯
謡
「
吉
野
の
鮎
」
と
の
關
聯
で
あ
る
。
川
心
ひ
つ
ｌ
ぞ
來
し
と
の
た
ま
ふ
御
川
心
ひ
を
こ
里
型
謡
こ
そ
一
番
率
直
端
的
に
指
示

し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
吉
野
の
鮎
に
托
し
て
晁
叩
は
苦
し
え
」
と
時
人
が
天
皇
の
御
胸
中
を
察
し
奉
っ
た
そ
の
苦
し
み
、
そ
れ
こ
そ

は
天
皇
の
苦
の
御
像
の
・
外
か
ら
の
素
描
で
あ
り
、
逆
に
い
へ
ぱ
冬
十
月
の
雨
雲
に
よ
っ
て
象
徴
し
つ
Ｌ
「
、
心
ひ
つ
ｋ
ぞ
來
し
」
と
天
皇

御
自
か
ら
追
憶
し
た
ま
ふ
山
道
、
こ
れ
こ
そ
歴
史
が
記
述
し
並
誘
が
う
た
ふ
、
天
皇
の
同
じ
苦
の
御
像
の
、
内
か
ら
の
素
拙
に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ
ら
う
。

さ
て
天
武
天
皇
が
右
の
如
く
蔑
葉
集
の
湫
人
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
天
皇
の
御
存
在
が
寓
葉
の
世
界
と
何
等
か
の
歴
史
的
關

聯
を
有
っ
事
を
想
は
し
め
る
が
、
殊
に
御
作
が
古
来
画
巫
に
於
て
は
と
に
か
く
質
に
於
て
か
な
り
高
く
認
め
ら
れ
て
来
た
と
い
ふ
事
変
は
、

か
う
し
た
開
聯
も
亦
萬
葉
文
學
の
猫
自
の
展
開
の
上
に
重
大
な
意
義
筵
有
っ
事
莚
想
は
し
め
る
に
十
分
で
あ
ら
う
。
私
は
こ
の
意
味
に
於

て
も
う
少
し
吉
野
の
鮎
の
行
方
を
見
守
っ
て
み
た
い
と
川
心
ふ
。
澤
漉
久
孝
氏
に
随
っ
て
禽
葉
集
の
時
代
と
奈
良
朝
の
前
後
に
大
別
し
史
に

名
を
二
期
に
分
け
て
、
第
一
期
を
壬
申
の
側
の
平
定
ま
で
、
鋪
一
薊
を
奈
良
遜
都
ま
で
、
笙
一
廟
を
天
平
五
年
、
第
側
期
を
そ
の
以
後
と

す
る
な
ら
ば
、
童
謡
吉
野
の
鮎
等
は
第
一
期
の
絡
末
に
、
御
製
二
打
は
笙
薊
の
初
頭
に
成
っ
た
事
と
な
る
。
随
っ
て
天
武
天
皇
の
御
存

在
が
な
に
か
し
ら
萬
葉
文
學
に
は
た
ら
き
か
け
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
上
述
笙
薊
を
中
心
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
萬
葉
に
於
て
第
二
期
と
は
凡
そ
ど
の
や
う
な
段
階
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
に
、
時
代
は
天
武
、
持
統
、
文
武
御
三
代
の
御
治
世
で
あ

り
、
都
は
飛
鳥
淨
御
原
と
藤
原
の
雨
宮
、
歌
人
は
舎
人
柿
本
人
暦
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
同
時
に
、
一
方
天
皇
、
皇
后
、
皇
子
、
皇
女

！
‐

’
《

’
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１
１

逹
皇
族
の
方
交
が
い
と
も
賑
や
か
に
群
れ
給
ふ
段
階
で
あ
る
・
と
の
事
は
換
言
す
れ
ば
一
、
持
統
文
武
の
雨
帝
は
天
武
天
皇
か
ら
す
れ
ば
皇

〆

后
と
皇
孫
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
二
、
飛
鳥
地
方
は
大
津
宮
に
對
し
て
天
武
天
皇
の
兵
を
學
げ
た
ま
う
た
御
根
擦
地
で
あ
り
、
三
、
歌
人
は
皇

族
は
殆
ど
す
。
へ
て
天
武
天
皇
に
御
織
り
の
方
登
で
あ
り
、
臣
下
も
亦
舎
人
そ
の
他
、
往
年
の
剣
に
天
呈
に
附
脇
し
奉
っ
た
人
糞
な
ら
い
は

な
く
、
要
之
壬
申
飢
の
平
定
後
奈
良
進
都
の
行
は
れ
る
迄
、
時
代
的
に
も
方
虚
的
に
も
又
人
的
に
も
完
全
に
天
武
天
皇
を
中
軸
と
す
る
段

階
で
あ
る
。
書
紀
天
皇
御
即
位
前
紀
に
擦
れ
ば
、
天
皇
は
大
津
宮
を
僻
し
て
吉
野
に
入
り
給
ふ
や
諸
舎
人
を
聚
め
て
「
我
今
入
道
修
行
せ

む
と
す
故
れ
随
っ
て
修
道
せ
む
と
欲
ふ
薪
は
留
れ
、
若
し
仕
て
名
を
成
さ
む
と
欲
ふ
者
は
還
っ
て
司
に
仕
へ
よ
」
と
諭
し
給
う
た
の
で
あ

る
が
退
く
薪
が
な
く
、
之
を
繰
辿
し
て
漸
く
に
し
て
半
ば
退
い
た
の
で
あ
る
が
彼
等
の
か
う
し
た
天
皇
へ
の
依
擴
信
頼
は
そ
の
ま
上
傳
へ

・
ら
れ
て
舎
人
柿
本
人
職
の
忠
誠
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
。
又
天
皇
の
后
妃
の
中
に
は
迩
江
朝
と
肉
親
の
つ
な
が
り
を
有
ち
給
ふ
方
糞
も
少
く

な
い
け
れ
ど
も
へ
い
づ
れ
も
天
皇
の
御
爲
に
識
く
し
給
ふ
と
同
時
に
一
面
此
の
段
階
の
寓
葉
歌
人
と
し
て
参
加
し
給
う
た
の
で
、
そ
の
顯

著
な
例
は
天
皇
の
妃
鶴
野
皇
女
即
ち
後
の
持
統
天
皇
で
あ
っ
て
、
紀
に
随
へ
ば
、
妃
は
天
智
天
皇
の
第
二
の
皇
女
で
お
は
し
な
が
ら
天
武

天
皇
の
吉
野
入
り
に
も
厘
從
し
、
更
に
天
皇
と
共
に
東
國
に
避
難
し
給
ひ
、
乱
が
起
る
や
天
皇
の
帷
幕
に
参
じ
て
活
躍
し
た
ま
ふ
と
共
に

他
面
に
て
多
数
の
御
作
歌
を
逝
し
た
ま
う
た
第
二
期
を
代
表
す
る
闘
葉
歌
人
の
一
人
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
閏
葉
の
第
二
段
階
の

世
界
が
天
武
天
皇
の
御
存
在
と
い
か
に
近
く
又
親
し
く
位
世
し
て
ゐ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
批
界
に
於
け
る
文
學

自
冊
の
展
開
が
天
皇
の
御
存
在
に
負
ふ
事
も
亦
決
し
て
少
く
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
日
本
文
學
史
の
側
面
か
ら
眺
め
た
天
皇

の
御
存
在
の
意
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
。

一
朏
繭
葉
集
の
第
二
期
に
於
て
、
換
言
す
れ
ば
壬
巾
の
乱
を
界
と
し
て
、
塒
に
目
立
っ
て
老
へ
ら
れ
る
事
の
一
つ
は
吉
野
の
自
然
が
歌

吉
野
の
鮎
一
五
二
二
九
五
）

１
１
判
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
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の
自
然
と
し
て
始
め
て
議
場
し
た
事
で
あ
る
℃
吉
野
梅
の
起
原
は
遼
逵
で
あ
る
が
薊
葉
第
一
期
に
於
て
之
を
詠
じ
た
も
の
は
殆
ど
無
く
、

第
二
期
に
な
っ
て
激
増
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
現
象
に
天
武
天
皇
の
御
存
在
が
無
關
係
で
あ
り
得
云
い
事
は
、
弓
削
皇
子
と
額
田

王
と
の
囎
答
砿
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。

吉
野
宮
に
幸
せ
る
時
弓
削
皇
子
額
川
王
に
賊
り
典
ふ
る
歌
一
廿

古
に
懸
ふ
る
烏
か
も
弓
弦
葉
の
御
井
の
上
よ
り
鴫
き
わ
た
り
行
く
（
巻
こ
‘

額
田
王
和
へ
奉
れ
る
歌
一
廿

古
に
懸
ふ
ら
む
鳥
は
霊
公
鳥
け
だ
し
や
鴫
き
し
吾
が
念
へ
る
ご
と

即
ち
御
二
人
の
回
想
の
世
界
に
於
て
吉
野
と
天
皇
と
が
ど
の
や
う
に
緊
密
に
連
な
っ
て
ゐ
た
か
を
知
る
事
が
出
来
よ
う
。
殊
に
巻
一
所

收
幸
子
吉
野
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
隣
作
歌
と
題
す
る
二
對
の
長
反
歌
（
三
六
’
三
九
）
は
人
腰
の
代
表
作
の
一
つ
で
・
も
あ
り
、
同
じ
や
う

に
吉
野
を
主
題
と
す
る
次
期
の
族
人
金
村
赤
人
子
年
等
の
作
歌
へ
仰
統
を
引
く
鮎
に
於
て
も
注
目
す
べ
き
作
で
あ
る
が
、
人
腰
に
か
う
し

た
作
を
示
唆
し
た
も
の
は
直
接
に
は
彼
が
供
奉
し
た
持
統
天
皇
の
行
幸
そ
●
の
も
の
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
間
接
に
は
む
し
ろ
持
統
天
皇
を

超
え
て
天
武
天
皇
の
御
存
在
が
老
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
有
名
巌
過
近
江
荒
都
時
の
作
歌
（
稚
一
’
二
九
）
が
大
津
宮
の
雁
嘘
を
さ
ぶ

し
む
一
面
に
於
て
壬
中
の
飢
に
於
け
る
大
津
方
の
人
交
を
吊
ふ
挽
歌
で
あ
る
事
は
、
歌
中
に
「
（
上
略
）
大
和
を
世
き
て
、
あ
を
に
よ
し
奈

良
山
を
越
え
い
か
さ
ま
に
お
も
ぼ
し
め
せ
か
云
ご
と
抗
議
し
決
或
は
少
く
と
も
失
望
し
）
反
歌
に
於
て
「
大
宮
人
の
船
待
ち
か
れ
つ
」
と

か
「
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」
と
か
、
と
か
く
大
宮
人
や
昔
の
人
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
事
に
よ
っ
て
も
感
知
さ
れ
る
が
、
當
面
の

吉
野
宮
の
歌
は
槻
方
に
ょ
つ
て
は
か
う
し
た
近
江
の
荒
れ
た
る
都
の
歌
と
其
の
態
度
乃
至
感
崎
に
於
て
對
立
し
、
‐
大
津
宮
の
人
盈
に
對
す

し

■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
１
１
１
１
１
１
１
日
■
、
日
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｊ

ノ



↓
る
挽
歌
的
な
氣
持
は
、
此
の
歌
に
於
け
る
天
武
天
皇
の
御
方
の
人
交
に
對
す
る
類
歌
的
な
氣
持
蓬
一
層
鮮
明
に
し
て
は
く
れ
な
い
で
あ
ら

、

う
か
。
こ
の
意
味
に
於
て
天
武
天
皇
の
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
は
人
麿
等
の
歌
の
間
接
な
が
ら
も
一
つ
の
契
機
と
し
て
生
き
て
ゐ
る
の
で

あ
っ
て
、
人
麿
は
天
皇
に
「
よ
し
の
よ
く
み
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
蚊
も
よ
き
一
人
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
人
睡
が
第

ふ
け

二
の
長
歌
の
方
で
「
行
き
副
ふ
川
の
川
も
大
御
食
に
仕
へ
奉
る
と
上
つ
瀬
に
蝿
川
を
立
て
下
つ
瀬
に
小
綱
さ
し
渡
す
」
と
言
っ
て
ゐ
る
の

！
が
、
諸
注
の
や
う
に
鮎
を
捕
る
爲
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
吉
野
の
鮎
は
偶
然
に
も
こ
Ｌ
に
再
び
そ
の
溌
荊
た
る
姿
を
表
す
事
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
萬
葉
の
、
殊
に
錐
二
期
に
於
け
る
吉
野
の
自
然
は
天
皇
の
「
よ
き
人
の
」
の
御
製
を
契
機
と
し
て
順
に
人
臓
か
ら
赤

ａ

人
千
年
金
村
と
展
開
し
つ
＆
そ
の
清
な
る
性
榴
を
瓢
現
し
て
行
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

萬
葉
の
第
二
の
段
階
に
於
て
も
う
一
つ
目
立
っ
て
ゐ
る
事
は
「
大
君
」
或
は
「
わ
が
大
君
」
が
詩
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
動
き
は
じ
め

た
事
で
あ
る
。
一
般
に
天
皇
が
我
が
國
に
於
て
所
謂
大
沼
と
し
て
祁
な
が
ら
お
は
し
ま
す
事
は
確
國
以
來
の
倣
然
た
る
事
蜜
で
あ
る
が
、
：
，

こ
の
事
蛮
が
詩
の
世
界
に
於
て
美
意
識
の
一
つ
の
對
象
と
し
て
創
造
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
智
見
に
随
へ
ぱ
寓
葉
時
代
殊
に
第
二
の
段

階
に
於
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
へ
ぱ
富
士
の
高
裁
が
ど
の
や
う
に
「
天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
林
さ
び
て
高
く
貴
」
か
つ
た
に
し
て
も
、
こ

の
一
般
的
事
海
が
特
に
詩
的
創
造
の
世
界
の
事
疵
と
な
っ
た
の
は
赤
人
等
の
時
代
に
始
る
と
い
ふ
に
似
て
ゐ
る
。
萬
葉
に
於
て
「
大
君
」

を
表
現
す
る
代
表
的
な
成
句
は
周
知
の
如
く
、
「
お
ほ
き
み
の
み
こ
と
か
し
こ
み
」
「
お
ほ
き
み
の
ま
け
の
ま
に
ノ
ー
」
「
お
ほ
き
み
は

か
み
に
し
ま
せ
ぱ
」
等
交
で
あ
っ
て
、
第
四
期
即
ち
天
平
以
後
に
な
る
と
、
そ
の
期
の
指
導
者
格
で
あ
る
家
持
に
よ
っ
て
半
ば
償
用
語
化

″

し
な
が
ら
も
な
ほ
屡
上
反
覆
愛
川
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
受
け
る
し
、
防
人
逹
は
恐
く
専
門
の
歌
人
等
に
指
導
さ
れ
な
が
ら
な
ほ
相
営
の
新

』
■
■

鮮
さ
と
以
て
是
等
の
語
句
に
自
分
逹
の
無
邪
氣
な
感
懐
と
托
す
る
事
が
出
來
た
の
で
あ
る
が
．
今
か
う
し
た
表
現
に
剛
っ
て
繭
葉
の
諸
期

吉
野
の
．
鮎
一
七
（
一
三
ゞ
九
七
）

’

ノ

1

１
１
１
１

ノ
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を
測
っ
て
見
る
と
、
洲
は
賢
「
大
君
一
の
世
界
は
大
船
に
於
て
人
脛
を
中
心
と
す
る
韮
一
期
の
少
し
彼
方
で
薄
れ
、
そ
れ
以
前
は
僅
か
に

「
や
す
み
し
型
我
大
君
」
な
ど
と
い
ふ
語
彙
が
、
む
し
ろ
素
材
と
し
て
散
見
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
大
ま
か
に
言
っ
て
、
「
大
君
」
を
指

標
と
す
る
こ
の
や
う
な
創
造
は
人
麿
を
中
心
と
す
る
第
二
期
の
人
糞
に
蹄
す
る
事
が
出
來
る
や
う
で
あ
る
。

魁

へと
こ
ろ
で
か
う
し
た
創
造
を
単
に
人
廠
等
刺
造
新
の
側
の
詩
精
祁
の
昂
揚
に
の
み
蹄
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
も
つ
と
言
へ
ぱ
人
暦
等

を
し
て
か
う
し
た
創
造
を
達
成
せ
し
め
た
契
機
、
具
慨
的
に
例
へ
ぱ
人
臓
を
し
て
「
大
君
は
祁
に
し
ま
せ
ぱ
眞
木
の
立
つ
荒
山
中
に
海
を

な
す
か
も
」
（
巻
一
二
、
二
四
一
）
と
或
大
君
の
世
界
を
創
造
せ
し
め
た
契
機
は
、
少
く
と
も
半
面
に
於
て
、
當
時
の
或
査
在
の
「
大
君
」
に
豫

想
し
奉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
消
息
は
例
へ
ぱ
「
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
ぬ
れ
に
は
こ
Ｌ
だ
も
騒
ぐ
鳥
の
蕊
か

も
」
（
巷
、
九
二
四
）
の
創
造
過
程
逓
考
へ
る
場
合
に
、
・
之
を
創
造
し
た
赤
人
の
半
面
に
、
赤
人
の
創
造
の
契
機
と
な
っ
た
籏
在
の
、
吉
野
の

象
山
の
際
を
浪
却
す
る
事
が
出
來
な
い
の
と
似
て
ゐ
る
。
か
う
考
へ
て
来
て
私
は
再
一
ぴ
、
當
時
の
偉
大
な
震
在
の
大
君
天
武
天
皇
に
想
到

し
奉
ら
ざ
る
逓
得
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
個
盈
の
歌
に
即
し
て
言
へ
ぱ
各
首
毎
に
そ
の
歌
の
主
た
る
大
君
が
い
ま
す
事
は
明
か
で
あ
る
。

前
例
で
言
〈
ぱ
「
】
典
木
の
立
つ
荒
山
中
に
海
を
．
な
す
」
大
君
は
長
皇
子
で
あ
り
、
叉
同
じ
人
僻
の
「
大
君
は
祁
に
し
ま
せ
ぱ
天
雲
の
雷
の

⑦

上
に
施
せ
る
か
も
」
詞
に
よ
っ
て
持
統
天
呈
を
指
し
奉
る
事
に
製
議
は
な
い
が
、
（
前
者
に
は
久
老
の
や
う
な
異
説
も
あ
る
け
れ
ど
も
）
し

か
も
こ
の
「
大
君
は
祁
に
し
ま
せ
ぱ
」
と
い
ふ
暹
し
い
ひ
ご
き
の
反
の
主
た
る
大
君
は
叩
半
に
そ
れ
だ
け
で
あ
ら
う
か
。
二
首
を
澁
い
て
も

つ
と
擴
充
し
た
「
大
君
」
を
把
握
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
ら
う
か
。
か
う
考
へ
て
私
は
長
皇
子
や
持
統
天
皇
を
越
え
た
一
段
高
次
な
る
と

こ
ろ
に
、
皇
子
の
御
父
、
天
皇
の
御
背
の
渦
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
天
武
天
皇
が
人
磨
の
こ
の
創
造
を
可
能
な
ら
し
め
給
ふ
關
聯
を
想
像
す
る

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
右
の
例
は
も
つ
と
宜
際
的
な
證
徴
を
提
供
し
て
く
れ
て
ゐ
る
の
で
、
「
大
湫
は
榊
に
し
ま
せ
ぱ
」
と
い
ふ
句
は
壷

や

I
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１
１

１
１
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■
町

カ
ム
ク
グ
リ
イ
マ
セ
マ
ヅ
リ
シ
グ
カ
テ
ラ
ス
ヒ
ノ
』
足
コ
ハ

祁
下
座
奉
之
高
照
日
之
皇
子
波
（
以
下
略
）
（
巻
二
’
二
〈
七
）

と
い
ふ
一
段
は
、
恐
く
彼
の
創
造
に
係
る
「
我
大
王
」
の
一
つ
の
極
致
で
あ
っ
た
と
忠
は
れ
る
が
、
こ
の
一
段
の
主
人
公
は
勿
論
日
並
皇

子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
氏
に
人
磨
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
「
お
ほ
き
み
」
の
世
界
の
構
造
の
中
に
、
御
歴
代
の
大
君
の
御
像
別
け
て
も

皇
子
の
父
沿
で
あ
り
、
壬
巾
の
乱
の
御
主
役
で
あ
り
恥
文
字
通
り
に
赤
駒
の
腹
ぱ
基
田
井
を
京
師
に
な
し
給
う
た
天
武
天
皇
の
、
い
か
に

も
「
大
飛
」
ら
し
い
偉
大
な
御
存
在
を
、
吾
共
は
肯
て
溌
想
し
奉
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
「
大
沼
」
の
世
界
が
こ
の
や
う
に

げ
，
’
ｑ
，
、
、
、
、

祁
話
的
表
現
で
莊
厳
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
私
の
か
う
し
た
豫
想
の
爲
に
必
ず
し
も
偶
然
の
關
係
に
あ
る
と
は
老
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ

吉
野
の
鮎
．
．
一
九
雪
二
九
九
）

は
人
磨
の
創
意
で
は
な
く
、
巻
士
九
に
大
伴
御
行
が
壬
申
の
乱
の
平
定
後
に
詠
ん
だ
と
博
へ
ら
れ
る

お
ほ
ぎ
み
品
や
こ

皇
は
榊
に
し
ま
せ
ぱ
赤
駒
の
は
ら
ぱ
ふ
田
井
を
京
師
に
な
し
つ
（
巷
十
九
’
四
三
〈
一
）

大
王
は
川
に
し
ま
せ
ぱ
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
皇
都
と
な
し
つ
（
巻
十
九
’
四
美
二

へ
測
る
事
が
出
来
、
、
さ
う
し
て
こ
の
題
詞
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
通
則
が
こ
の
文
句
に
索
め
得
る
、
鮫
古
の
表
現
に
於
て
お
ほ
き
み
は
文
字

通
り
に
天
武
天
皇
で
お
は
し
た
の
で
あ
る
。

凡
そ
こ
の
や
う
な
關
係
は
人
磨
の
創
造
に
係
る
「
大
君
」
の
世
界
に
於
て
随
所
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
種
あ
る
。
例
へ
ぱ
日
並
皇
子
尊

の
砿
宮
の
時
の
作
歌
に
於
け
る

逓
地
之
一
”
ノ
嘩
雑
鍵
ご
筵
蝿
瞬
蘇
穐
津
海
萢
韓
施
ご
沌
舞
じ
、
蝉
醗
睡
ァ
雄
飛
チ
銅
逵
蝿
砺
奉
朧
桑
琲
幻
塞
命

ア
メ
フ
パ

天
手
婆

シ
ラ
シ
ノ
ス
ト

所
知
食
登

'

■
１
１
０
１
■
１
１
１
１
Ｌ
Ｉ

ア
シ
ハ
ラ
ノ

輩
原
乃

一
Ｋ
ヅ
ホ
ノ
ク
一
一
ヲ

水
穂
之
國
乎

‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
詞
１
１
１
１
‐
Ｉ

ア
メ
ヅ
ナ
ノ

天
地
之

ヨ
リ
ア
ヒ
ノ
キ
ハ
画
屯

依
相
之
極

所；

知シ

行炎

力
』
ヒ
ノ
Ｅ
コ
ト
ト

祁
之
命
等

ア
マ
グ
モ
ノ

天
雲
之

ヤ
ヘ
カ
キ
リ
キ
テ

八
重
掻
別
而
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「

－

丈

學

研

究

節

二

十

七

秘

二

○

（

二

三

○

○

）

っ
て
、
即
ち
從
來
人
勝
の
か
う
し
た
手
法
を
恥
に
彼
が
古
事
記
や
帆
訓
か
ら
忠
ひ
つ
い
た
も
の
と
し
て
一
方
的
に
の
み
彼
の
功
峨
逓
識
へ

，
る
に
縫
っ
て
ゐ
た
文
學
史
上
の
こ
の
出
来
事
は
、
逆
に
人
隣
を
し
て
か
う
し
た
手
法
を
創
造
せ
し
め
給
う
た
天
武
天
皇
の
御
存
在
に
内
在

８

し
て
ゐ
た
と
も
老
へ
ら
れ
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
御
自
ら
川
話
と
古
史
に
擦
っ
て
、
「
邦
家
之
經
緯
、
王
化
之
泌
基
」
の
確
立
を
志
し
た

・
ま
う
た
天
皇
の
偉
大
な
祁
性
の
中
に
こ
そ
、
、
渡
は
こ
の
や
う
な
艸
話
的
、
歴
史
的
或
は
古
事
記
的
、
帆
詞
的
莊
厳
を
必
至
と
す
る
「
大

君
」
が
生
動
し
て
繭
葉
人
或
は
特
に
人
廠
の
「
大
沿
」
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
ふ
老
へ
方
も
、
亦
同
時
に
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

要
す
る
に
凡
そ
と
れ
ら
の
意
味
に
於
て
天
武
天
皇
の
御
存
在
が
関
葉
の
世
界
に
對
し
て
必
至
な
一
つ
の
史
的
關
聯
に
あ
る
こ
と
は
明

か
で
あ
る
、
假
令
そ
れ
が
水
葱
や
芹
の
下
に
か
く
れ
楼
む
吉
野
の
鮎
の
や
う
に
、
む
し
ろ
水
面
下
の
或
隠
微
な
開
聯
で
あ
る
に
し
て

、
も
。
（
昭
和
十
一
、
五
、
七
）

註
１
、
稜
成
言
別
（
全
集
本
四
八
二
）

２
、
（
上
略
）
ま
か
ぢ
ぬ
き
磯
こ
ぎ
た
み
っ
聖
腸
づ
た
ひ
見
れ
ど
も
あ
ら
ず
云
貞
蕊
葉
集
巻
十
三
’
一
三
二
三
の
歌
の
中
の
古
野
川
の
拙
鰯
）

３
、
紀
記
論
究
外
流
古
代
歌
論
下
言
一
○
）

４
、
古
事
記
序
文
諦
義
（
八
三
）

／

５
、
み
吉
野
の
、
御
金
の
鍬
に
、
間
な
く
ぞ
、
雨
は
降
る
と
・
ぐ
畔
じ
く
ぞ
、
雲
は
降
る
と
、
蛍
あ
雨
の
間
無
き
が
ご
と
そ
の
毒
の
時
じ
き
が
如
間

た
だ
か

も
閲
ち
す
吾
は
ぞ
懇
ふ
る
妹
が
正
香
に
（
岩
波
文
庫
新
訓
本
）
、
、

６
、
拙
悲
日
本
文
學
の
瀕
境
六
寓
葉
文
學
其
三

７
、
「
是
は
猟
路
の
池
造
ら
し
奥
を
り
の
歌
な
る
く
し
云
々
此
歌
に
よ
り
て
お
も
へ
ば
彼
池
造
ら
し
Ｌ
は
天
武
の
御
代
の
頃
を
ひ
に
や
有
け
ん
」
（
槻

落
葉
）

８
、
古
事
記
序
文
中
の
句
、
山
田
孝
雄
氏
「
古
郡
記
の
本
質
」
参
照

世

ｌ

ｌ
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