
の
内
容
が
貧
弱
で
あ
れ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
弱
さ
の
証
明
で
は
な

い
。
た
だ
太
宰
は
、
彼
が
一
生
一
度
の
具
、
体
的
な
戦
い
の
場
に
於
て

H

甘
さ
υ

を
表
明
し
た
。
そ
れ
が
太
宰
の
致
命
的
弱
点
と
な
っ
た
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
太
宰
の
弱
さ
は
さ
ら
に
拡
大
再
生
さ
れ

る
。
彼
は
「
文
学
者
な
ら
ば
弱
く
な
れ
」
と
悲

t

鳴
の
よ
う
に
叫
ぶ
の

だ
。
弱
い
者
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
強
き
者
へ
の
抵
抗
が
い
ろ
ん
な
型

で
存
在
し
、
わ
き
出
る
か
ら
こ
そ
弱
さ
は
美
徳
に
も
な
り
得
る
の
で

あ
っ
て
、
次
の
一
節
の
よ
う
な
限
り
な
い
弱
さ
、
無
抵
抗
の
弱
さ
は

太
宰
の
人
間
観
に
と
っ
て
致
命
的
な
意
味
を
与
え
る
H

太
宰
特
有
の

弱
さ
μ

で
あ
る
。

自
分
に
は
も
と
も
と
所
有
欲
と
い
う
も
の
は
薄
く
、
自
分
の
内
縁

の
妻
の
犯
さ
れ
る
の
を
黙
っ
て
見
て
ゐ
た
事
さ
へ
あ
っ
た
ほ
ど
な

の
で
す
。

ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
っ
た
。
こ
の
姿
は
あ
ま
り
に
腐
れ
切

っ
て
次
に
何
か
を
論
じ
よ
う
と
い
う
意
欲
さ
え
失
わ
せ
る
。

（
長
文
の
た
め
、
一
章
の
み
抄
出
、
叉
注
は
都
合
に
よ
り
省
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
編
集
部
）

源
氏
物
語
に
於
け
る

漢
詩
文
引
用
と
自
民
文
集

古

未

知

男

源
氏
物
語
の
研
究
に
は
勿
論
種
々
各
般
の
分
野
が
あ
る
。
が
漢
詩

文
引
用
の
面
か
ら
な
さ
れ
る
事
も
亦
私
は
確
か
に
必
要
で
あ
る
と
思

っ
て
居
る
。
そ
し
て
此
の
観
点
か
ら
従
来
さ
t

ふ
や
か
な
が
ら
一
聯
の

研
究
を
進
め
て
来
た
。

私
に
於
て
そ
れ
は
結
局

1
、
詞
句
出
血
〈
や
引
用
傾
向
の
問
題
、

2
、
引
用
の
様
式
や
技
法
、
独
創
の
問
題
、

3
、
及
び
そ
れ
等
に
繋

が
る
源
語
の
一
性
格
や
構
想
の
問
題
等
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た。
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所
で
先
年
偶
々
同
じ
此
等
の
問
題
に
関
聯
し
て
今
井
源
衛
氏
の
御

意
見
が
あ
っ
た
。
（
慶
応
義
塾
大
学
国
文
研
究
会
編
、
園
女
学
論
叢

第
三
輯
、
平
安
文
学
、
研
究
と
資
料
｜
！
源
氏
物
語
を
中
心
に
｜
｜

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
漢
詩
文
の
位
置
」
）

思
ふ
に
氏
の
論
説
は
着
想
と
見
識
其
の
他
多
く
の
点
に
於
て
肯
緊

に
当
り
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
啓
一
不
を
受
け
る
事
甚
だ
大
で
あ

る
。
が
一
一
間
ま
た
見
を
異
に
す
る
所
も
な
い
で
は
な
い
。
蕊
に
主
と

し
て
氏
の
論
を
中
心
に
少
し
く
卑
見
を
述
べ
て
見
た
い
。



さ
て
先
づ
氏
は
玉
上
氏
や
私
の
源
語
所
引
漢
詩
文
詞
句
数
を
挙

刊十
y

し
か
し
実
は
右
の
よ
う
な
漢
詩
文
の
引
用
度
数
そ
の
も
の
は
お
よ

そ
何
物
も
語
つ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
が
そ
れ
ら
の
本
を

よ
み
作
品
の
中
に
数
十
度
に
亘
っ
て
取
入
れ
た
と
い
う
だ
け
で

は
、
影
響
の
強
弱
と
か
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
云
々
。
（
全
上
）

と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。

な
る
程
確
か
に
一
応
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
、
か
し
か
し
私
か
ら
言

へ
ば
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
楯
の
一
回
に
止
ま
り
其
の

両
面
を
得
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
引
用

漢
籍
や
漢
詩
文
の
示
す
内
的
影
響
の
強
弱
は
必
ず
や
其
の
頻
度
数
の

多
寡
と
な
っ
て
現
は
る
べ
く
、
特
に
源
語
の
場
合
此
の
感
は
一
層
強

い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

け
だ
し
私
は
何
も
頻
度
数
提
示
の
み
を
以
て
事
了
れ
り
と
し
て
居

る
の
で
は
絶
対
な
い
。
右
の
想
定
の
下
｜
｜
そ
れ
は
結
論
的
に
誤
っ

て
居
な
い
と
思
ふ
。
｜
｜
論
述
の
順
序
上
先
づ
詞
句
頻
度
数
を
以
で

し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

1
、
源
語
に
は
頗
る
多
数
の
漢
籍
・
漢
詩
文
詞
句
が
引
用
さ
れ
て

居
る
。

2
、
其
の
中
で
白
氏
文
集
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
絶
対
優
位
に
あ

る
o

q
u
、
而
も
そ
れ
は
多
く
原
典
白
氏
文
集
よ
り
直
接
の
引
用
で
あ
右
。

と
い
ふ
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
即
ち
此
の
事
実
が
若
し
正
し
い
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
ど
う
し
て
も
源
語
と
文
集
と
の
密
接
な
関
係

を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

な
る
程
今
日
例
へ
ば
「
賛
雪
」
「
株
守
」
「
衣
錦
還
郷
」
等
の
語

が
文
中
に
用
ひ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
晋
書
や
韓
非
子

や
漢
書
に
結
び
つ
け
る
者
は
あ
る
ま
い
。
況
や
其
の
文
其
の
作
者
が

其
等
の
書
や
作
品
の
影
響
を
受
け
た
な
ど
と
は
言
は
れ
な
い
。
h

が
源

語
に
於
け
る
文
集
の
引
用
は
到
底
さ
う
い
ふ
他
人
事
で
は
済
ま
さ
れ

な
も
い
の
が
あ
る
。
況
や
そ
れ
に
は
勿
論
こ
れ
を
裏
付
け
る
べ
き
裏

面
の
操
作
を
も
併
せ
行
っ
て
居
る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。

更
に
氏
は

こ
の
数
字
は
一
見
漢
詩
文
の
圧
力
の
強
大
さ
を
想
わ
せ
る
け
れ
ど

も
、
実
は
和
歌
の
引
用
例
は
こ
れ
の
幾
十
倍
に
達
す
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
点
か
ら
云
え
ば
伝
統
的
な
和
歌
の
力
の
足
許
に
も
及
ぶ

も
の
で
は
な
い
。
（
全
上
）

と
言
は
れ
る
。
確
か
に
そ
れ
も
間
違
ひ
な
い
。
そ
れ
は
氏
も
言
は
れ

る
通
り
、
作
者
が
女
子
で
あ
り
、
叉
こ
れ
が
和
文
の
物
語
で
あ
る
以

上
、
寧
ろ
当
然
で
も
あ
ら
う
。
が
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
源

語
に
対
す
る
文
集
の
影
響
や
関
係
が
研
究
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る

に
足
り
な
い
と
い
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
。
否
事
実
は
、
よ
し
第
二
義

的
で
あ
ら
う
と
、
そ
の
ま
L
看
過
す
る
に
は
余
り
に
大
き
な
要
素
を

含
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。

氏
は
又
続
け
て
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3
、
而
も
そ
れ
は
多
く
原
典
白
氏
文
集
よ
り
直
接
の
引
用
で
あ
る
c

ま
た
和
歌
の
引
用
の
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
方
法
は
男
女
を
間
わ
ず

凡
ゆ
る
登
場
人
物
の
会
話
に
、
あ
る
い
は
地
の
文
に
、
あ
る
い
は

心
理
表
現
に
風
景
描
写
に
と
、
千
変
万
化
の
技
法
を
駆
使
し
て
適

用
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
詩
文
の
ば
あ
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

（
全
上
U

と
言
ひ
、
漢
詩
文
の
場
合
は

ー
、
男
と
女
と
の
別
に
よ
っ
て
大
差
が
あ
り
、
男
子
に
即
し
た
用
例

が
圧
倒
的
に
多
い
。

2
、
男
子
の
中
で
も
光
源
氏
が
用
例
の
過
半
数
を
占
め
る
0

3
、
宇
治
十
帖
に
は
用
例
が
少
い
。

と
和
歌
引
用
の
場
合
と
趣
を
異
に
し
て
居
る
事
を
指
摘
し
、
夫
々
其

の
事
実
を
以
て

ー
は
、
源
語
の
女
性
た
ち
が
漢
詩
文
を
引
く
事
の
少
い
の
は
、
作
者

式
部
の
好
み
に
よ
る
所
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

2
は
、
光
源
氏
や
源
語
の
性
格
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

3
は
、
そ
の
性
格
表
現
が
よ
り
一
層
直
接
的
写
実
的
と
な
っ
た
証
拠

で
は
な
か
ら
う
か
。

と
見
、
結
局
源
語
創
作
者
と
し
て
の
主
体
性
を
前
提
と
し
て
確
認
す

る
事
の
重
要
性
を
説
い
て
居
ら
れ
る
。

此
の
三
つ
の
事
項
に
つ
い
て
は
私
と
し
て
も
尚
議
す
べ
き
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
叉
後
に
触
れ
る
事
と
す
る
。
が
氏
の
説
か
れ
る
創
作

者
の
主
体
性
確
認
の
結
論
に
は
私
も
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
微
力

な
が
ふ
〆
私
も
そ
れ
に
努
力
し
て
来
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し

H
L
F
B
V
マハ
J

寺
市
P
M
e

く
氏
の
号
一
一
同
は
れ
る
通
り
、
「
結
局
引
詩
文
の
方
法
も
窮
極
的
に
は
作

品
の
主
題
性
や
基
調
或
は
構
成
方
法
等
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
が
ち
な

も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
L
て
源
語
の
場
合
そ
れ
が
当
面
の
問
題

対
象
と
し
て
由
民
文
集
と
い
ふ
漢
詩
文
作
品
が
大
き
く
姿
を
現
は
し

て
来
る
訳
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
単
に
質
的
・
内
面
的
の
み
な
ら
ず
、

同
時
に
数
的
・
形
式
的
に
も
現
は
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
其
の
場

合
勿
論
質
的
内
的
方
面
が
主
で
あ
り
本
で
あ
る
事
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
が
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
詞
句
出
典
の
検
索
や
集
計
も
亦
欠
く

事
の
出
来
な
い
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
平
行
し
て
行

は
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
今
井
氏
が
か
t

ふ
る
詞
句
数
・
頻
度
数
の
検
索

集
計
を
当
初
よ
り
全
く
無
意
味
と
し
て
斥
け
て
居
ら
れ
る
訳
で
は

勿
論
な
い
。

源
氏
物
語
中
の
漢
詩
文
の
問
題
に
つ
い
て
真
先
に
手
が
か
り
と
な

る
の
は
、
ー
い
わ
ゆ
る
引
詩
と
い
わ
れ
る
典
拠
の
問
題
で
あ
ら
う
。

（
全
上
）

と
言
ひ
、
玉
上
氏
や
私
の
引
用
例
を
挙
げ
て
居
ら
れ
る
の
が
何
よ
り

の
証
拠
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
方
か
ら
す
る
と
「
右
の
よ
う
な
引
用

度
数
そ
の
も
の
は
お
よ
そ
何
物
も
諮
っ
て
は
い
な
い
。
」
と
一
言
ひ
、

和
歌
引
用
例
と
の
数
の
多
寡
を
問
題
に
し
て
居
ら
れ
る
あ
た
り
、
或

は
こ
れ
を
過
小
4

評
価
し
て
居
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
気
配
が

し
な
い
で
も
な
い
。
私
は
や
は
り
前
述
の
次
第
、
質
的
・
内
的
の
探

究
と
共
に
、
数
的
・
外
的
の
検
索
も
ま
た
併
せ
て
行
は
る
べ
き
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
楯
の
両
面
で
あ
り
、
個
々
に
切
り
離
し
た
り
、
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一
方
の
み
に
特
に
重
点
を
置
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
た
げ
ふ

其
’
の
場
合
主
客
本
末
の
別
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
数
的
・
外
的

に
か
く
あ
る
が
故
に
質
的
・
内
的
に
も
ま
た
か
く
あ
る
べ
し
と
い
ふ

の
で
な
く
、
質
的
・
内
的
に
も
か
く
あ
る
が
、
数
的
・
外
的
に
も
ま

た
同
時
に
か
く
あ
る
と
い
ふ
ま
で
で
あ
る
。
主
体
性
の
確
認
と
い
ふ

大
原
則
に
於
て
は
私
も
全
く
見
を
一
に
す
る
。
が
引
用
詞
句
数
の
取

り
扱
ひ
に
関
し
て
は
、
基
本
的
態
度
と
は
い
は
な
い
ま
で
込
、
何
か

少
く
も
表
現
上
の
相
違
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

一一、か
く
て
私
は
前
記
作
業
の
第
4
と
し
て
当
該
文
集
受
容
の
態
度
を

検
討
し
、
或
は
そ
れ
を
手
掛
り
と
し
て
源
語
の
性
格
を
究
め
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
今
井
氏
の
所
謂
「
主
体
性
」
の
問
題
で
あ
る
。

さ
て
今
井
氏
は

1
、
前
記
第
1
項
、
作
者
の
好
み
に
つ
い
て
、
源
語
中
に
見
ら
れ
る

「
ざ
え
」
や
「
学
問
」
等
の
語
の
用
法
や
内
容
・
性
質
等
か
ら
、

こ
れ
は
式
部
が
徒
に
学
才
を
誇
示
す
る
事
を
軽
蔑
し
た
と
い
ふ
彼

女
の
「
漢
詩
文
に
対
し
て
距
離
を
つ
け
た
態
度
」
に
基
く
と
さ
れ

た。
な
る
程
式
部
は
自
身
非
凡
な
学
才
を
有
し
な
が
ら
、
街
学
徒
に

そ
れ
を
誇
示
す
る
事
を
嫌
っ
た
。
学
聞
を
も
含
め
て
広
く
其
の
態

度
は
源
語
中
で
も
屡
々
表
明
さ
れ
て
居
る
。
に
も
拘
ら
ず
彼
女
の

実
際
の
生
活
記
事
「
紫
式
部
日
記
」
に
は
ま
る
で
そ
れ
と
は
反
対

と
言
っ
て
も
良
い
事
例
さ
へ
往
々
に
し
て
見
か
け
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
或
は
実
際
は
実
際
、
創
作
は
創
作
と
言
は
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。
叉
若
し
こ
れ
が
清
少
納
言
で
あ
っ
た
な
ら
、
恐

ら
，
、
到
る
所
更
に
も
っ
と
多
く
の
漢
詩
文
の
引
用
が
な
さ
れ
た
で

あ
ら
う
事
も
疑
ひ
な
い
。
叉
今
井
氏
の
対
比
さ
れ
た
の
は
専
ら
源

語
中
の
女
性
の
使
用
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
が
そ
れ
か
と

言
っ
て
源
語
に
漢
詩
文
の
引
用
が
少
い
と
は
思
は
れ
な
い
。
例
へ

ば
近
く
其
の
枕
草
子
と
比
較
し
た
場
合
、
仮
令
文
量
の
多
寡
、
作

品
の
性
質
等
を
考
患
に
入
れ
て
も
、
源
語
が
枕
よ
り
少
い
と
い
ふ

事
は
決
し
て
な
い
で
あ
ら
う
。
紫
式
部
日
記
に
し
て
も
、
源
語
と

多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
其
の
点
や
は
り
同
様
で
あ
る
。

2
、
次
の
第
2
項
に
つ
い
て
は
、
源
語
と
史
記
と
の
関
係
、
つ
ま
り

源
語
の
あ
L

い
ふ
構
想
あ
っ
て
始
め
て
史
記
が
採
用
さ
れ
た
と
い

ふ
事
、
及
び
特
に
文
集
調
諭
詩
引
用
に
よ
る
源
語
の
性
格
に
関
す

る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
事
に
は
私
ま
た
全
幅
の
賛
意
を
表

す
る
。
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
氏
の
見
解
も
ま
た
私
の
そ
れ
と
完
全

に
一
致
し
た
と
い
ふ
の
が
適
当
で
あ
る
。
但
だ
遺
憾
な
が
ら
私
の

既
論
稿
に
対
す
る
氏
の
解
釈
が
不
幸
に
し
て
そ
の
や
う
に
な
ら
な

か
っ
た
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。

即
ち
源
語
と
朗
詠
や
枕
と
の
比
較
に
よ
る
両
者
相
違
の
要
点
と
↓

な
っ
た
菰
諭
詩
に
つ
い
て
、
氏
は
恰
も
私
が
「
こ
の
調
諭
詩
」
を

「
必
ず
し
も
調
諭
の
性
格
に
於
て
の
み
捉
え
ず
」
「
む
し
ろ
感
傷

の
性
格
に
重
点
を
置
い
て
考
え
」
て
居
る
如
く
解
し
て
居
ら
れ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
が
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
に
相
違
す
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心。
け
だ
し
私
は
元
来
源
語
の
文
集
引
用
が

1
、
新
楽
府
・
秦
中

吟
の
調
諭
詩
と
長
恨
歌
の
感
傷
と
を
二
大
主
軸
と
し
て
居
る
事
、

2
、
而
も
北
ハ
の
新
楽
府
・
秦
中
吟
や
長
恨
歌
何
れ
も
其
の
裏
多
分

に
風
情
・
情
趣
性
を
目
パ
へ
て
居
る
事
、
及
び
3
、
源
語
で
は
雑

律
・
後
続
集
中
の
本
来
閑
適
と
思
ば
れ
る
も
の
ー
ー
ー
氏
が
「
雑
律

や
後
続
集
の
如
、
き
関
適
を
主
と
し
た
も
の
」
と
言
は
れ
る
の
は
正

確
に
は
適
当
で
な
い
。
雑
律
や
後
続
集
必
ず
し
も
関
適
を
主
と
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
ー
ー
で
も
何
れ
か
と
一
一
一
日
へ
ば
寧
ろ
多
く

感
傷
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
る
事
等
に
よ
っ
て
、
結
局
源
語
の
性

格
に
風
情
・
情
趣
！
1

物
の
あ
は
れ
を
基
調
と
す
る
調
諭
・

感
傷
性
の
あ
る
事
を
主
張
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
論
稿

を
一
泊
し
て
終
始
一
貫
し
て
居
る
つ
も
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

源
氏
物
語
の
引
用
に
調
諭
詩
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
調

諭
（
又
第
二
義
的
に
は
感
傷
性
情
趣
性
も
）
性
そ
の
も
の
に
適

合
す
る
よ
う
な
物
語
の
位
界
が
展
開
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
云
々
（
全
上
）

と
言
は
れ
る
氏
の
論
は
文
句
な
し
に
私
の
そ
れ
と
符
合
す
る
訳
で

あ
る
。

l
l叉
秦
中
吟
の
引
用
に
つ
い
て
も
氏
は
末
摘
花
の
重
賦

を
説
い
て
居
ら
れ
る
。
が
私
も
こ
れ
と
は
別
に
夙
く
帯
木
巻
雨
夜

口
町
定
と
議
婚
と
の
一
比
較
考
察
を
し
て
置
い
た
。
（
熊
本
女
子
大
学
学

術
紀
要
第
四
巻
第
一
号
、
「
源
語
帯
木
巻
と
白
詩
議
婚
」
）
趣
旨

は
全
く
同
様
で
あ
る
。

i
l！
そ
し
て
そ
の
立
証
の
一
助
と
し
て
朗

一
一
誌
や
枕
と
の
比
較
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
而
も
大
事
な
事
は
廿
ア
の

場
合
で
も
基
本
的
に
は
や
は
り
引
用
詞
句
数
の
多
少
が
大
き
く
物

を
一
言
ふ
事
と
な
る
訳
で
あ
る
。

3
、
第
3
項
で
は
「
宇
治
十
帖
に
漢
詩
文
引
用
が
比
較
的
少
い
」
と

一
古
川
は
れ
る
事
に
少
し
く
問
題
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

な
る
程
氏
も
引
合
ひ
に
出
さ
れ
た
私
の
作
成
し
た
巻
別
引
用
表

（
人
工
上
学
術
紀
要
第
十
巻
第
一
号
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
漢
詩
文

引
用
並
に
典
拠
に
関
す
る
二
一
の
問
題
」
附
表
）
を
見
て
も
、
第

一
・
二
・
三
部
の
頂
点
を
な
す
須
磨
・
若
菜
下
・
宿
木
の
各
巻
に

つ
い
て
、
引
用
総
詞
句
数
須
磨
、
が
目
、
若
菜
下
が
臼
で
あ
る
の
に

対
L
、
宿
木
は
日
と
梢
少
い
。
総
じ
て
第
一
部
よ
り
は
第
二
部
、

第
二
部
よ
り
は
第
三
部
と
漸
次
下
降
の
傾
向
を
辿
っ
て
居
る
や
う

で
あ
る
。
尤
も
各
巻
に
平
均
す
れ
ば
第
一
部
出
巻
で
旬
、
一
巻
平

均
3
、
第
一
一
部
8
巻
で
訂
、
一
巻
平
均
約
5
、
対
し
て
第
三
部
四

巻
で
却
、
一
巻
平
均
3
l！
！
宇
治
十
帖
叩
巻
で
お
、
一
巻
平
均

口ー
l
lと
機
械
的
に
は
決
し
て
少
く
な
い
。
が
大
勢
は
や
は
り
下

降
に
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ら
う
。

此
の
原
因
も
或
は
今
井
氏
の
言
は
れ
る
如
く
、
其
の
性
格
表
現

が
一
一
層
直
接
的
写
実
的
と
な
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
が
常
識

的
に
言
っ
て
や
は
り
日
本
人
の
書
い
た
和
文
の
物
語
で
あ
れ
ば
、

漢
詩
文
の
引
用
が
幾
ら
か
衰
へ
て
来
る
の
も
ま
た
己
む
を
得
な
い

自
然
の
成
り
行
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
は
兎
も
角
何
れ
に
し

て
も
特
に
第
三
部
乃
至
宇
治
十
帖
で
漢
詩
文
の
引
用
が
日
に
見
え
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て
減
じ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
否
今
井
氏
も
宇
治
十
帖
に
於
け
る

漢
詩
文
引
用
の
多
く
は
本
文
と
滞
然
一
体
と
な
っ
て
秀
抜
で
あ
る

と
言
は
れ
る
通
り
、
文
集
新
楽
府
李
夫
人
の
引
用
な
ど
も
専
ら
宇

治
十
帖
に
集
中
し
て
居
り
、
引
詩
李
夫
人
と
相
照
応
し
て
其
の
性

格
・
内
容
を
写
す
に
効
果
を
収
め
て
居
る
。
か
く
漢
詩
文
引
用
か

ら
も
宇
治
十
帖
や
第
三
部
も
や
は
り
第
一
・
二
部
に
劣
ら
ぬ
重
要

性
を
持
し
て
居
る
。

一一一、最
後
に
漢
詩
文
引
用
に
於
け
る
改
作
の
問
題
、
或
は
そ
の
引
用
が

果
し
て
特
定
の
詩
文
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
て
居
る
か
ど
う

か
、
と
い
ふ
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
は
典
拠
出
典
の
問
題
、

延
い
て
は
性
格
の
問
題
と
も
絡
ん
で
重
要
な
項
目
で
あ
る
。

先
づ
改
作
の
有
無
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
全
く
今
井
氏
の
述
べ
て
居

ら
れ
る
通
り
で
あ
ら
う
。
引
用
者
の
都
合
に
よ
っ
て
其
の
作
品
の
場

や
世
界
或
は
性
格
・
内
容
に
適
合
す
る
や
う
作
り
か
へ
ら
れ
る
事
も

あ
ら
う
し
、
勿
論
原
典
そ
の
ま
与
に
作
り
か
へ
ら
れ
な
い
場
合
も
多

い
で
あ
ら
う
。
和
漢
朗
一
融
集
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
た
氏
の
正
確
詳
細

な
論
証
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
間
違
ひ
な
い
。

尚
源
語
の
場
合
で
も
「
諾
華
重
」
と
「
霜
の
花
自
し
」
の
外
、
こ

れ
と
似
た
も
の
は
、
例
の
「
呑
炉
峯
」
詩
五
首
の
一
の
「
石
階
桂
柱

竹
編
堵
」
が
用
ひ
ら
れ
た

竹
編
め
る
同
一
L
わ
た
し
て
石
の
一
階
松
の
柱
お
ろ
そ
か
な
る
も
の
か

ら
珍
ら
か
に
を
か
し
（
須
磨
）

の
記
事
が
あ
る
。
例
の
源
氏
請
居
の
様
を
叙
し
た
一
所
で
あ
る
。

「
霜
の
花
白
し
」
は
勿
論
改
作
も
考
へ
ら
れ
は
す
る
。
が
奥
伝

「
旧
枕
故
会
」
と
の
関
係
上
、
或
は
又
当
時
の
文
集
別
に
「
霜
華

白
」
と
あ
り
、
源
一
語
は
そ
れ
を
原
拠
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
対

し
て
此
の
方
は
現
存
文
集
す
べ
て
「
桂
柱
」
で
あ
り
「
松
柱
」
と
は

な
っ
て
居
な
い
。
勿
論
「
旧
枕
故
会
し
の
例
も
あ
る
通
り
、
当
時
の

文
集
に
「
松
柱
」
が
な
か
っ
た
と
は
必
ず
し
も
断
ぜ
ら
れ
な
い
。
が

源
語
此
の
段
の
場
か
ら
考
へ
て
或
は
故
ら
意
識
し
て
「
桂
」
が
「
松

」
に
改
め
ら
れ
た
わ
う
な
気
も
す
る
。
何
れ
に
し
て
も
其
時
の
都
合

に
よ
っ
て
改
作
が
あ
り
得
た
事
は
十
分
考
へ
ら
れ
る
。

而
し
て
問
題
は
次
の
特
定
の
詩
文
か
否
か
、
つ
ま
り
直
接
性
と
間

接
性
と
い
ふ
所
に
あ
る
や
う
で
あ
る
。

け
だ
し
同
一
或
は
類
似
の
漢
詩
文
詞
句
が
引
用
さ
れ
た
場
合
、
そ

こ
に
は
当
然
そ
れ
が
果
し
て
原
典
直
接
の
引
用
で
あ
る
か
、
或
は
間

接
に
他
を
合
し
て
の
引
別
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
其
の
両
者
を
併
せ

た
も
の
か
、
或
は
叉
全
然
異
っ
た
他
の
出
典
か
ら
の
引
別
で
あ
る
か

等
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
も
右
種
々
の
場
合
が
あ
り
得

る
。
且
つ
そ
れ
が
其
の
何
れ
と
決
定
或
は
推
定
出
来
る
場
合
も
あ
ら

う

ι、
遂
に
出
来
な
い
場
合
も
勿
論
あ
る
。
私
も
tH
て
論
じ
た
通
り

で
あ
る
。
（
全
上
）

然
ら
ば
今
井
氏
の
場
合
は
如
何
で
あ
る
か
。
先
づ
故
事
会
話
の
問

題
で
あ
る
、
か
、
こ
れ
は
叉
詞
想
乃
至
詞
句
の
翻
案
と
し
て
用
ひ
ら
れ

た
場
合
と
、
純
然
た
る
詞
句
そ
の
ま
与
を
川
ひ
た
場
合
と
の
二
機
の
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あ
る
事
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
へ
ば

ー
み
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
井
き
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す

こ
ろ
（
葵
）

の
，
一
一
唐
賦
の
如
き
、
立
派
に
一
首
の
歌
想
と
し
て
細
川
案
し
て
刑
ひ
ら

れ
た
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

乍
臥
厄
峡
以
空
望
畑
霞
（
遊
於
松
浦
河
序
）

と
既
に
高
葉
に
も
同
様
構
想
の
一
部
と
し
て
翻
案
し
て
用
ひ
ら
れ
て

居
る
。
或
は
文
華
秀
麗
集
に
も
類
似
の
作
が
あ
る
等
、
氏
の
言
は
れ

る
通
り
高
唐
賦
「
雲
雨
」
の
語
は
当
時
貴
族
文
人
の
常
識
套
語
と
な

っ
て
居
た
事
も
考
へ
ら
れ
る
。
而
も
源
語
此
の
場
合
そ
れ
は
詞
句
と

し
て
で
な
く
歌
想
と
し
て
採
用
さ
れ
て
居
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
さ
う

い
ふ
当
時
の
常
識
套
語
を
用
ひ
た
ま
で
で
あ
り
、
別
に
高
唐
賦
直
接

の
引
用
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

同
様
な
例
が
陶
淵
明
帰
去
来
辞
の
「
三
つ
の
道
」
、
述
異
記
の

「
斧
の
柄
」
、
史
記
の
「
塚
の
上
」
等
で
あ
ら
う
。

欄
相
の
故
事
は
同
一
詞
句
で
源
語
既
に
三
回
の
引
用
が
あ
る
。
こ

れ
は
一
寸
珍
し
い
例
で
あ
る
。
或
は
既
に
言
ひ
ふ
る
さ
れ
た
周
知
の

事
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
塚
の
上
」
の
季
札
の
話
も
朗
詠
・

文
幸
秀
麗
集
・
田
氏
家
集
等
に
も
歌
は
れ
て
居
り
、
必
ず
し
も
史
記

直
接
に
仰
ぐ
必
要
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
は
れ
る
。

或
は
「
三
つ
の
道
」
の
陶
淵
明
も
古
来
よ
く
親
し
ま
れ
、
高
葉
既

に
桃
花
源
記
「
桃
源
」
の
引
用
が
あ
り
（
巻
十
七
、
大
伴
池
主
、
七
言

晩
春
遊
覧
二
日
弁
序
「
桃
源
通
海
」
）
こ
れ
も
既
に
一
般
化
し
て
府

た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
菅
家
文
草
コ
ニ
径
会
居
任
草
蕪
」
の
詞

句
も
、
道
真
関
係
の
詩
句
も
源
語
中
他
に
も
一
一
一
一
一
採
ら
れ
て
居
る
事

で
も
あ
り
、
或
は
こ
れ
も
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な

、。
同
様
ヲ
ス
ノ
の
友
」
も
第
一
義
に
は
や
は
り
ど
う
も
文
集
「
北
窓

三
友
」
を
引
く
と
の
感
を
強
く
は
す
る
。
が
菅
家
後
輩
の
詩
句
も
あ

る
事
な
れ
ば
、
或
は
又
其
等
を
も
参
照
せ
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な

、。
次
に
「
繋
が
ぬ
舟
の
浮
き
た
る
例
」
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
既
に
述
べ

た
事
が
あ
る
。
（
全
上
）
こ
れ
ま
た
一
の
詞
想
・
醜
案
で
あ
る
。
そ

れ
に
当
る
詞
句
に
文
選
買
誼
の
鵬
鳥
賦
が
あ
り
、
文
集
偶
吟
詩
が
あ

り
、
更
に
菅
家
文
章
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
三
詩
何
れ
も
其
の
意
を
言

ひ
表
は
し
、
典
拠
と
し
て
の
資
格
を
具
へ
て
居
る
。
時
代
か
ら
言
へ

ば
鵬
鳥
賦
が
最
初
で
あ
り
、
次
い
で
偶
吟
詩
、
そ
し
て
最
後
が
菅
家

文
草
で
あ
る
。

今
井
氏
は

道
真
の
句
も
ま
た
恥
鳥
賦
を
模
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
源

氏
物
語
の
そ
れ
も
は
た
し
て
，
臨
鳥
賦
と
菅
家
文
草
と
の
ど
ち
ら
に

よ
り
多
く
拠
っ
て
い
る
か
を
決
定
す
る
事
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い

か
。
（
人
エ
上
）

と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
鵬
鳥
賦
も
さ
る
事
な
が
ら
、
道
真
に
は
白
詩

に
学
ん
だ
形
跡
も
あ
る
。
例
へ
ば
彼
ま
た
楽
天
と
同
じ
く
遷
請
の
身
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と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
同
じ
境
地
を
詠
ん
だ
同
題
「
不
出
門
」
の
詩

が
あ
る
。
且
つ
其
の
詩
に
は
「
都
府
楼
纏
看
瓦
色
、
観
音
寺
只
聴
鐘

声
」
の
句
が
あ
る
o

此
の
句
が
直
接
楽
天
の
「
呑
炉
峯
」
詩
「
遺
愛
寺

鐘
敬
枕
聴
、
呑
炉
峯
雪
援
簾
看
」
に
拠
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
此
の
套

語
常
識
の
応
別
で
あ
る
か
は
尚
問
題
で
あ
ら
う
。
が
右
両
者
同
題
の

詩
が
あ
る
事
、
旦
つ
其
の
境
地
ま
た
全
く
相
通
ず
る
事
等
か
ら
見
て
、

寧
ろ
文
集
直
接
の
模
倣
で
は
な
い
か
と
も
思
ふ
。
と
す
る
と
道
真
此

の
場
合
も
亦
寧
ろ
一
其
の
偶
吟
詩
に
拠
っ
た
と
言
へ
な
い
事
も
な
い
。

又
源
語
に
於
け
る
文
集
と
文
選
乃
至
菅
家
文
草
と
の
関
係
、
つ
ま
り

源
語
引
用
の
漢
尚
文
詞
句
は
文
選
が
案
外
少
く
、
対
し
て
女
集
は
圧

倒
的
に
多
い
。
一
方
道
真
関
係
詞
句
も
幾
っ
か
引
か
れ
て
は
居
る
。

が
到
底
文
集
の
比
で
は
な
い
事
等
か
ら
、
源
語
の
そ
れ
も
ま
た
案
外

偶
吟
詩
で
あ
っ
た
と
い
ふ
予
想
が
許
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
且
つ
叉

こ
れ
は
一
方
で
は
前
記
高
唐
賦
の
「
雲
雨
」
等
と
違
っ
て
詞
句
的
な

要
素
が
強
い
。
け
れ
ど
も
詞
句
と
し
て
も
「
斧
の
柄
」
や
「
塚
の

上
」
等
程
故
事
性
、
従
っ
て
其
の
意
味
に
於
け
る
踏
襲
性
・
模
倣
性

は
な
か
っ
た
と
も
思
は
れ
る
。

結
局
源
語
引
用
本
詞
句
の
一
血
ハ
拠
が
偶
吟
詩
で
あ
っ
た
か
鵬
鳥
賦
で

あ
っ
た
か
、
菅
家
文
草
で
あ
一
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
套
語
で
あ
っ
た
か

将
た
又
其
等
幾
っ
か
を
含
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
決
定
す
る
事
は

今
の
所
氏
の
言
は
れ
る
通
り
悶
難
と
い
ふ
外
は
あ
る
ま
い
。

以
上
は
深
浅
渋
淡
の
差
こ
そ
あ
れ
、
民
け
詞
想
乃
至
詞
句
の
翻
案
と

J
C
H〉
、
つ

1

こ列，

C
ち
る
o

司
盟
・
飛
案
J
R
」

h
b
と
一
一
コ
コ
っ
て
そ
比

が
す
べ
て
原
典
直
接
の
引
用
で
な
か
っ
た
り
、
或
は
或
特
定
の
詩
文

作
品
の
引
用
で
な
い
と
い
ふ
事
に
は
勿
論
な
ら
な
い
。
が
同
時
に
原

典
直
接
や
或
特
定
の
詩
文
で
な
い
場
合
も
十
分
あ
り
得
る
。
殊
に
そ

れ
が
古
来
言
ひ
ふ
る
さ
れ
一
般
常
識
化
さ
れ
た
故
事
・
套
語
で
あ
る

場
合
に
は
尚
更
其
の
可
能
性
は
大
き
い
。

所
が
こ
れ
が
右
の
如
き
全
体
的
翻
案
な
ら
ぬ
、
原
典
詞
句
殆
ど
そ

の
ま
L

の
引
用
、
乃
至
其
の
要
素
を
共
へ
た
引
用
の
場
合
に
は
、
或

は
そ
・
れ
に
よ
っ
て
出
典
の
決
定
も
可
能
で
あ
る
。
試
み
に
今
井
氏
の

引
か
れ
た
の
に
例
を
取
る
と
、
朗
詠
の
「
霜
の
後
の
夢
」
（
須
磨
）

は
爵
て
私
も
論
じ
た
（
〈
エ
上
）
如
く
、
同
集
大
江
朝
綱
「
王
昭
君
」

の
詩
句
「
胡
角
一
声
霜
後
夢
」
そ
の
ま
与
の
引
用
で
あ
り
か
た

J
F＼

、

＠

＠

＠

同
詩
第
三
・
同
句
「
辺
風
吹
断
愁
心
緒
、
陣
水
流
添
夜
一
次
行
」
が

。
。

物
の
み
悲
し
う
て
水
の
音
に
流
れ
添
ふ
心
地
し
給
ふ
（
総
角
）

と
こ
れ
ま
た
原
詩
そ
の
ま
与
の
一
詞
句
で
引
用
さ
れ
て
居
る
。
但
し

「
黄
金
求
む
る
絵
師
」
（
柏
木
）
は
右
朝
綱
の
詩
に
は
な
く
、
「
昔

胡
に
遺
は
し
け
む
女
」
（
須
磨
）
も
必
ず
し
も
朗
詠
の
み
か
ら
導
き

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
此
等
は
や
は
り
何
か
西
京
雑
記
あ
た
り

中
国
直
接
の
典
拠
の
存
在
を
思
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
は
叉

王
昭
君
の
一
故
事
は
其
の
事
件
の
性
質
か
ら
も
広
く
我
国
人
の
間
に
喧

伝
さ
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
今
井
氏
の
言
は
れ
る
通
り
文
華
秀
麗
集
・

凌
雲
集
・
経
国
集
・
和
漢
朗
詠
集
・
新
地
（
朗
一
詠
・
扶
桑
集
等
数
多
く

の
集
に
数
多
く
の
人
に
よ
っ
て
枚
挙
に
勝
へ
な
い
程
の
作
が
あ
る
。

こ
も
句
ら
ず
右
空
事
育
、
叉
交
頭
司
句
表
司

η
上
わ
ら
、
「
詰
の
後
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の
夢
」
が
明
ら
か
に
朗
詠
直
接
の
引
用
で
、
山
山
典
が
朗
詠
と
い
ふ

特
定
の
も
の
で
あ
る
事
は
一
点
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ら
う
。

所
で
右
は
和
漢
朗
詠
集
の
例
で
あ
っ
た
。
が
こ
れ
が
白
氏
文
集
に

な
る
と
、
尚
更
其
の
傾
向
を
強
く
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
例
へ
ば

静
か
に
思
ひ
て
歎
く
に
堪
へ
た
り
と
う
ち
請
し
給
ふ
、
五
十
八
を

十
取
り
捨
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
云
々
（
柏
木
）

と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
文
集
自
明
詩
の
引
用
で
あ
る
。

「
静
か
に
思

ひ
て
歎
く
に
堪
へ
た
り
」
は
同
詩
「
静
思
堪
喜
亦
堪
嘩
」
の
「
堪
喜

亦
」
の
三
字
を
省
い
た
そ
の
ま
L

の
引
用
で
あ
り
、
「
五
十
八
を
十

取
り
捨
て
た
る
云
々
」
は
「
五
十
八
翁
方
有
後
」
か
ら
取
り
、
更

に
「
慎
勿
頑
愚
似
汝
爺
」
が
柏
木
巻
同
所
「
汝
が
父
に
と
も
諌
め
ま

ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
」
と
響
か
せ
で
あ
る
。
原
詩
幾
つ
か
の
要
素

を
取
っ
て
可
成
り
手
の
こ
ん
だ
引
用
が
し
で
あ
る
。
い
か
に
田
氏
家

集
に
「
吟
白
舎
人
詩
」
云
々
が
あ
る
に
せ
よ
、
右
の
如
き
厳
然
た
る

詞
句
引
用
の
縦
跡
が
あ
る
以
上
、
一
に
こ
れ
は
文
集
に
基
く
と
い
ふ

も
の
で
あ
る
。

略
同
様
な
理
由
に
よ
っ
て
私
は
「
世
伊
酔
ゆ
酢
炉
向
旧
日
ま
ず
格
ひ

し
身
」
（
若
菜
下
〉
も
、
寧
ろ
此
の
典
拠
は
先
述
例
の
文
集
調
諭
詩

秦
中
吟
十
首
の
一
、
不
致
仕
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
（
東
京

教
育
大
学
漢
文
学
会
報
第
十
五
号
、
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
引
用
漢

詩
文
の
典
拠
に
関
す
る
一
試
論
一
参
照
〉

け
だ
し

ー
、
若
菜
下
同
所
に
は
此
の
外
尚
「
年
深
き
身
の
払
か
い
払
仇
む
何
か

＠

＠

 

惜
し
か
ら
む
」
と
い
ふ
一
文
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
L
で
注
意
す
べ
き

＠

＠

＠

＠

 

は
其
の
何
れ
も
に
「
惜
し
ま
ず
」
「
何
か
惜
し
か
ら
む
」
と
い
ふ
「
愛

情
」
を
示
す
語
が
附
さ
れ
て
居
る
事
で
あ
る
。
翻
っ
て
こ
れ
を
該
不

致
仕
に
灼
い
て
見
る
に
、
恰
も
こ
れ
に
応
ず
る
如
く
「
掛
冠
一
酔
翠
綬
」

「
懸
車
惜
朱
輪
」
と
「
顧
」
「
惜
」
の
語
が
あ
る
。
勿
論
こ
与
は
「
顧
」

も
「
惜
」
も
同
意
で
、
何
れ
も
「
惜
し
む
」
と
い
ふ
要
素
が
介
在
す

る
。
た
三
不
致
仕
は
年
老
い
て
尚
何
時
ま
で
も
官
途
に
恋
々
た
る
を

調
し
、
対
し
て
源
語
は
恋
々
た
ら
ざ
る
を
言
ふ
。
両
者
肯
否
の
立
場

を
異
に
す
る
だ
け
で
、
つ
ま
り
源
語
は
裏
か
ら
逆
に
不
致
仕
を
応
用

し
た
訳
で
あ
る
。

2
、
こ
れ
を
文
集
以
外
の
漢
籍
に
す
る
と
、
後
漢
書
は
「
掛
冠
」
だ

け
、
漢
書
や
古
文
孝
経
や
白
虎
通
、
或
は
今
井
氏
の
挙
げ
ら
れ
た

田
氏
家
集
や
水
石
亭
詩
巻
は
「
懸
車
」
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
両
書
一

個
々
に
併
せ
取
っ
た
と
い
へ
ば
そ
れ
ま
で
で
は
あ
る
。
が
恰
も
後

述
「
散
枕
」
と
「
簸
簾
」
両
用
の
総
角
巻
の
如
く
、
こ
れ
は
先
づ

ど
う
し
て
も
「
掛
冠
」
「
懸
車
」
を
同
時
同
所
に
併
用
し
た
不
致

仕
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。

3
、
明
ら
か
に
不
致
仕
詩
句
の
引
用
と
思
は
れ
る
も
の
が
他
の
巻
に

も
あ
る
。
即
宅
設
酔
に
異
ら
ぬ
世
を
何
を
島
か
」
（
夕
顔
）

は
不
致
仕
「
朝
露
貧
名
利
」
の
援
用
で
あ
る
。
「
朝
の
露
」
は
そ

の
ま
L
共
通
し
、
「
何
を
貧
る
」
は
次
の
「
責
名
利
」
を
言
ひ
掛
け
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た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
此
の
場
合
「
朝
の
露
」
の
如
き
、
今
井
氏

の
論
法
に
従
へ
ば
或
は
套
語
・
常
識
語
の
応
用
に
過
ぎ
な
い
と
言

は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
「
朝
の
露
に
異
ら
ぬ
世
を
何
を
貧
る
」

と
い
ふ
措
辞
表
現
の
上
か
ら
も
、
叉
次
に
も
述
べ
る
不
致
仕
一
聯

の
引
用
が
あ
る
事
か
ら
見
て
も
、
少
く
も
此
の
場
合
源
語
に
限
つ

て
は
や
は
り
不
致
仕
に
よ
る
も
の
と
思
ふ
ー
と
す
れ
ば
こ
れ
ま
た

恰
も
前
条
「
惜
し
む
」
を
肯
否
裏
を
返
し
て
周
ひ
た
の
と
似
た
行

き
方
で
あ
る
。
更
に
叉

齢
な
ど
こ
れ
よ
り
増
る
人
腰
た
へ
ぬ
ま
で
屈
ま
り
歩
く
例
昔
も

今
も
侍
る
め
れ
ど
（
行
幸
〉

の
記
事
は
、
こ
れ
ま
た
明
ら
か
に
不
致
仕
の
「
金
章
腰
不
勝
、
幅

偉
人
君
門
」
を
承
け
て
居
る
。
「
腰
た
へ
ぬ
」
は
そ
の
ま
L
同
句

で
あ
り
、
「
屈
ま
り
歩
く
」
は
「
偶
棲
云
々
」
の
翻
訳
で
あ
る
。

而
も
こ
れ
ま
た
不
致
仕
の
二
句
が
令
し
て
行
幸
巻
同
所
同
時
に
用

ひ
ら
れ
て
居
る
訳
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
私
は
若
菜
下
「
冠
を
掛
け
」
「
車
を

捨
て
」
右
二
ケ
所
の
典
拠
は
文
集
調
諭
詩
の
不
致
仕
に
あ
る
と
思
ふ

も
の
で
あ
る
。

今
井
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て

は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
類
の
熟
語
ま
で
も
一
一
中
国
の
原
典
ま
で

遡
る
の
が
作
者
の
意
識
を
迫
る
の
に
忠
実
な
所
以
で
あ
ろ
う
か
。

（
全
上
）

と
言
は
れ
る
。
「
冠
を
掛
け
」
や
「
車
を
捨
て
l

一
も
「
斧
の
柄
」
や

「
塚
の
上
」
の
如
く
確
か
に
故
事
・
套
語
の
一
っ
た
る
に
相
違
な
い
。

さ
れ
ば
若
L
此
の
場
合
右
白
氏
文
集
の
不
致
仕
が
な
か
っ
た
な
ら
ば

或
ぱ
先
の
例
と
同
様
、
田
氏
家
集
や
水
石
亭
詩
巻
等
に
目
を
向
け
、

－
一
言
ひ
な
ら
さ
れ
た
常
識
・
套
語
と
し
て
片
付
け
る
事
も
出
来
た
か
も

知
れ
な
い
。
が
し
か
し
右
不
致
仕
の
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
到
底
許
さ
れ

な
い
で
あ
ら
う
。
果
し
て
若
し
然
り
と
せ
ば
、
少
く
も
源
語
の
場
合
、

此
の
や
う
な
熟
語
も
ま
た
白
氏
文
集
と
い
ふ
中
国
の
原
典
ま
で
遡
る

事
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
原
典
が
文
集
誠
諭
詩
で
あ
る
だ

け
に
、
尚
更
作
者
の
意
識
を
辿
る
の
に
忠
実
な
所
以
と
も
な
る
訳
で

あ
る
。最

後
に
も
う
一
つ
、
例
の
「
枕
を
散
て
」
の
一
件
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
既
稿
既
に
論
ず
る
所
が
あ
っ
た
。
（
〈
エ
上
）

先
づ
「
簾
垂
捲
上
げ
」
と
「
枕
を
散
て
」
の
両
句
同
時
に
相
対
し

て
用
ひ
ら
れ
た
総
角
巻
の
引
用
が
文
集
雑
律
「
香
炉
峯
」
詩
直
接
の

引
用
で
あ
ら
う
事
は
今
井
氏
も
認
め
て
居
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
一
方
の
須
磨
巻
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
異
議
を
挟
み
、
此
の
誇

の
套
語
性
を
重
視
す
べ
き
だ
と
し
こ
居
ら
れ
る
。

な
る
程
文
華
秀
麗
集
・
経
国
集
・
菅
家
後
草
・
扶
桑
集
等
今
井
氏

の
挙
げ
ら
れ
る
幾
つ
か
の
事
例
が
一
示
す
如
く
、
「
散
枕
」
の
語
が
既

に
当
時
の
套
語
と
な
っ
て
居
た
で
あ
ら
う
事
は
容
易
に
想
像
さ
れ

る
。
そ
れ
等
套
語
の
応
用
に
関
す
る
氏
の
諭
は
正
し
く
其
の
通
り
で

あ
る
。
が
し
か
し
私
は
其
の
前
に
須
磨
巻
此
の
引
用
が
「
歌
枕
」
だ

げ
で
な
く
「
援
簾
」
と
の
同
時
併
用
で
あ
る
事
に
注
意
し
た
い
。
な

に
J



る
程月

出
で
に
け
り
な
・
：
：
と
て
御
簾
捲
上
げ
て
端
の
方
に
誘
ひ
云
々

枕
を
敬
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
給
ふ
は
一
五
々
（
須
磨
）

と
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
な
く
さ
し
出
で
た
る
を
簾
垂
捲
上
げ
て
見

給
へ
ば
、
向
ひ
の
寺
の
鐘
の
戸
、
枕
を
軟
て
て
今
日
も
暮
れ
ぬ
と

か
す
か
な
る
を
聞
き
て
（
総
角
）

と
の
両
者
を
比
べ
る
と
、
須
磨
巻
は
確
か
に
総
角
巻
程
密
接
に
直
結

し
て
は
居
な
い
。
立
つ
「
月
」
は
同
じ
で
も
須
磨
巻
で
は
「
見
」
が
な

い
。
又
総
角
巻
は
「
聞
」
の
対
象
が
白
詩
通
り
「
鐘
」
で
あ
る
。
が

須
磨
巻
で
は
こ
れ
が
「
嵐
」
と
な
っ
て
居
る
等
、
両
者
の
閉
そ
こ
に

は
可
成
り
の
径
庭
が
あ
る
。
今
井
氏
は
こ
れ
を
「
枕
を
敬
て
る
だ
け

の
須
磨
巻
」
と
言
っ
て
了
は
れ
る
。
が
や
は
り
こ
れ
も
一
種
の
両
句

併
用
と
言
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

寧
ろ
私
は
そ
れ
よ
り
こ
れ
が
朗
詠
ー
ー
ー
若
し
朗
詠
の
成
立
が
源
語

よ
り
後
な
ら
ば
原
朗
詠
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
｜
－
の
引
用
で
は
な
い

か
と
い
ふ
事
が
問
題
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
何
と
な
れ
ば
氏
の

挙
げ
ら
れ
た
文
華
秀
麗
集
以
下
は
皆
「
散
枕
」
の
一
句
だ
け
で
あ
る
。

が
朗
詠
に
は
其
の
両
句
が
同
時
に
採
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

而
し
て
此
の
問
題
に
対
し
て
は

ー
、
「
香
炉
峯
」
詩
連
作
五
首
の
中
、
朗
詠
に
な
い
第
一
首
ー
ー

「
飲
枕
」
「
綴
簾
一
は
第
四
首
ー
：
ー
に
あ
る
「
石
階
桂
一
柱
竹
編
橋
一

の
句
が
前
に
も
述
、
べ
た
如
く
「
桂
」
が
「
松
」
と
な
っ
た
だ
け
で

そ
の
ま
L
別
ひ
ら
れ
て
肘
る
。

2
、
同
じ
く
須
磨
巻
に
は
例
の
有
名
な
っ
二
五
夜
中
新
月
色
、
二
千

里
外
故
人
心
」
（
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
対
月
憶
元
九
〉
の
外

「
二
一
千
里
外
遠
行
人
」
（
冬
至
宿
暢
梅
館
〉
が
採
ら
れ
て
居
る
。
前

者
は
勿
論
朗
詠
に
も
あ
る
。
が
後
者
は
朗
詠
に
は
な
く
源
語
の
み

で
あ
る
。

3
、
須
磨
巻
引
用
此
の
段
前
後
の
文
章
は
前
詩
「
八
月
十
五
日
夜
一
五

々
」
一
首
全
体
と
詞
句
的
に
も
内
容
的
に
も
極
め
て
密
接
表
裏
し

て
居
る
。
朗
詠
の
「
三
五
夜
中
新
月
色
」
「
二
千
里
外
故
人
心
」
の

二
句
だ
け
で
は
到
底
導
き
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

4
、
源
語
に
採
ら
れ
た
此
等
四
詩
何
れ
も
皆
文
集
雑
律
詩
に
属
す

る
。
そ
れ
が
朗
詠
に
は
僅
か
に
一
一
つ
し
か
採
ら
れ
て
居
な
い
。
此

の
事
は
取
り
も
直
さ
ず
源
語
の
引
用
が
朗
詠
を
介
せ
ず
、
直
接
文

集
の
雑
律
詩
を
通
覧
し
て
行
は
れ
た
事
を
意
味
す
る
。

5
、
果
し
て
本
巻
光
源
氏
の
離
京
に
当
り
、
す
べ
て
簡
略
に
止
め
た

手
廻
り
口
聞
の
中
に
、
特
に
文
集
と
「
琴
一
つ
」
だ
け
は
携
行
を
忘

れ
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
居
る
。
一
言
ふ
ま
で
も
な
く
此
の
「
琴
一

つ
」
は
や
は
り
雑
律
の
部
に
収
め
て
あ
る
「
蹴
山
草
堂
記
」
の
「
漆

琴
一
」
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
態
々
「
琴
一
つ
」
と
其
の
数

ま
で
も
合
は
せ
て
居
る
事
を
思
ふ
べ
き
で
あ
る
。

右
五
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
私
は
「
軟
枕
」
以
下
須
磨
巻
此
等
詞
句

の
引
用
、
が
朗
詠
か
ら
で
な
く
、
す
べ
て
直
接
文
集
か
ら
の
引
用
で
あ
．

る
と
思
ふ
。
況
や
文
華
秀
麗
集
其
の
他
の
集
か
ら
で
も
な
く
、
従
つ
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て
又
こ
れ
に
関
す
る
限
り
査
語
の
応
用
で
も
な
か
っ
た
と
思
ふ
の
で

み
必
マ
心
。

か
く
て
源
語
に
於
け
る
漢
詩
文
引
用
に
も
套
語
の
問
題
は
十
分
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
決
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
が
一
方
は
っ
き
り
套
語
で
な
い
と
断
じ
得
る
例
も
砂
く
な

い
。
殊
に
こ
れ
が
白
氏
文
集
の
場
合
に
な
る
と
、
案
外
多
く
の
詞
句

が
文
集
直
接
の
引
用
で
あ
る
事
が
分
る
。
寧
ろ
何
れ
か
と
言
へ
ば
文

集
よ
り
文
集
以
外
に
よ
る
詞
句
出
血
〈
の
方
、
が
、
套
語
と
な
る
可
能
性

は
遥
か
に
大
き
い
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
だ
し
源
語
の
引
用
を
見
る
と
、
其
の
前
後
尚
直
接
文
集
を
出
典

と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
套
語
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
満
足
し
解
決

し
切
れ
な
い
要
素
を
多
分
に
有
す
る
o

或
は
又
源
語
に
は
、
当
時
文

集
が
如
何
に
愛
読
流
行
し
た
と
は
い
へ
、
一
般
の
套
語
と
な
る
に
は

尚
距
離
が
あ
る
と
思
は
れ
る
詞
句
ま
で
も
、
篇
中
屡
々
引
用
さ
れ
て

居
る
。
よ
っ
て
以
て
套
語
若
干
の
例
外
を
認
め
る
と
し
て
も
、
前
記

文
集
の
優
位
性
は
絶
対
に
揺
が
な
い
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
源
語
の
性
格
や
其
他
を
云
為
す
る
に
決
し
て
無
視
し
た
り
軽

視
し
た
り
す
る
事
は
出
来
な
い
主
恩
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
之
を
要
す
る
に
源
語
と
漢
詩
文
と
の
関
係
で

ー
、
先
づ
出
血
ハ
詞
句
の
検
索
・
集
計
必
ず
し
も
無
意
味
不
必
要
な
も

の
で
は
な
い
。
内
的
受
容
・
主
体
性
の
問
題
と
共
に
、
平
行
・
側

面
的
に
併
せ
行
は
る
べ
き
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。

Lヨ
ミ
ド
ャ

r
f
、、己
l

に
白
氏
文
集
の
引
用
は
や
は
り
相
当
に
重
要
な
恵
味
を
有
し
て
居

る。

3
、
最
後
に
漢
詩
文
引
用
の
直
接
性
と
間
接
性
或
は
特
定
性
に
つ
い

て
は
、
故
事
・
套
語
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
意
外
に
文

集
直
接
の
引
用
が
多
い
。

事
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
何
れ
も
が
結
局
源
語
に

於
け
る
漢
詩
文
の
引
用
は
、
内
外
質
量
共
に
文
集
が
圧
倒
的
優
位
を

占
め
る
事
を
示
し
て
居
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
基
く
文
集
と
の
比
較
研

究
に
よ
っ
て
は
、
直
接
間
接
源
語
創
作
の
態
度
な
り
性
格
の
問
題
を

も
考
定
す
る
事
が
出
来
る
と
思
ふ
次
第
で
あ
る
。
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