
鷺
流
狂
言
台
本
諸
本
に
お
け
る
言
語
的
様
相
を
め
ぐ
っ
て

～
「
あ
ら
け
な
い
」
、
「
め
で
た
い
」
の
用
磨
翌
�
?
S
に
～

高
村
正
 
人

○
、
本
研
究
の
課
題
と
先
行
研
究

 
狂
言
の
主
た
る
流
儀
、
大
蔵
、
鷺
、
和
泉
の
中
で
、
鷺
流
は
、
明
治
維
新
に

よ
っ
て
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
大
名
家
の
庇
護
を
失
い
、
衰
退
す
る
。
そ
の
後
、
地

方
に
伝
播
し
た
鷺
流
狂
言
は
、
わ
ず
か
に
保
存
会
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
残
存
し

て
い
る
と
い
う
の
が
今
日
の
現
状
で
あ
る
。
山
口
市
に
伝
承
す
る
鷺
流
狂
言
も

そ
の
ひ
と
つ
で
、
鷺
流
の
分
家
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。
ま

た
、
山
口
大
学
芋
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
棲
息
堂
文
庫
本
『
狂
言
本
』
は
江
戸

末
期
鷺
流
の
本
家
、
鷺
仁
右
衛
門
派
の
狂
言
師
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
狂
言
台

本
で
あ
る
。

 
そ
の
『
狂
言
本
』
の
詞
章
と
、
『
山
口
鷺
流
狂
言
資
料
集
成
』
(
山
口
市
教
育

委
員
会
)
所
収
、
鷺
伝
右
衛
門
派
狂
言
台
本
の
詞
章
に
つ
い
て
言
語
面
か
ら
の

表
現
の
差
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
二
系
統
は
流
儀
を
同
じ
く
す
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
。

 
言
語
表
現
か
ら
の
詞
章
の
研
究
は
、
江
戸
時
代
初
期
成
立
の
大
蔵
流
事
明
断

な
ど
の
場
合
と
比
べ
、
そ
れ
の
複
雑
な
様
相
の
た
め
か
、
研
究
の
中
心
資
料
と

さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
米
田
達
郎
氏

の
鷺
伝
右
衛
門
派
『
享
保
保
教
本
』
(
一
七
一
六
～
二
四
年
書
写
)
を
中
心
資

料
と
し
た
、
人
称
代
名
詞
「
オ
マ
エ
」
の
研
究
注
-
を
見
る
と
、
『
享
保
保
教
本
』

に
お
け
る
狂
言
詞
章
の
記
述
態
度
は
、
大
蔵
流
な
ど
の
狂
言
詞
章
に
比
べ
る
と
、

伝
承
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
時
に
応
じ
て
あ
る
程
度
自
由
に
狂
言
を
演
じ
、
当

世
の
口
語
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
創
意
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

 
本
研
究
で
は
、
米
田
氏
の
そ
れ
ら
指
摘
を
踏
ま
え
、
江
戸
期
か
ら
現
代
に
至

る
ま
で
の
鷺
仁
右
衛
門
派
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
狂
言
台
本
の
詞
章
か
ら
、
い
く

つ
か
の
言
葉
を
取
り
上
げ
、
そ
の
異
同
を
調
査
し
、
併
せ
て
、
使
用
状
況
及
び

と
っ
て
、
鷺
仁
右
衛
門
派
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
詞
章
の
場
合
と
記
述
内
容
や
表

現
方
磨
浴
A
そ
の
固
定
、
伝
承
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
研
究
の
課
題

と
し
て
掲
げ
る
。

 
本
研
究
で
は
、
資
料
の
多
く
を
影
印
、
翻
刻
さ
れ
た
後
勘
参
考
文
献
資
料
に

拠
っ
た
が
、
棲
息
堂
文
庫
本
『
狂
言
本
』
(
江
戸
末
期
)
に
つ
い
て
は
そ
の
原

文
を
逐
一
点
検
、
確
認
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

一2
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、

「
あ
ら
け
な
い
」
に
つ
い
て

 
第
一
に
、
鷺
流
狂
言
台
本
の
言
語
表
現
の
研
究
で
取
り
上
げ
る
の
は
「
あ
ら

け
な
い
」
で
あ
る
。

 
ま
ず
、
『
日
葡
辞
書
』
(
一
六
〇
三
年
刊
行
、
本
研
究
で
は
邦
訳
版
を
用
い
た
)

の
「
あ
ら
け
な
い
」
の
記
述
を
示
す
。

○

》
轟
O
〟
?
群
 
ア
ラ
ケ
ナ
イ
(
眠
け
な
い
)
一
(
も
の
)
。

 
¶
ま
た
、
匿
し
く
き
び
し
い
。

〉
お
ρ
窪
9
・
ω
P
(
荒
け
な
さ
)
。

〉
鑓
ρ
〟
洛
禔
?
荒
け
な
う
)
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
日
葡
辞
書
』
)

 
「
む
ご
た
ら
し
い
」
、
「
険
し
く
き
び
し
い
」
な
ど
と
記
し
、

用
磨
翌
ﾉ
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

そ
の
他
の
意
味
、

 
次
に
、
狂
言
資
料
に
見
ら
れ
る
「
あ
ら
け
な
い
」
の
具
体
的
な
用
例
を
見
て

い
き
た
い
。

 
ま
ず
は
、
『
日
葡
辞
書
』
の
記
述
と
同
じ
「
む
ご
た
ら
し
い
」
、
「
き
び
し
い
」

と
い
っ
た
意
味
の
使
用
例
を
見
る
。

○

…
さ
も
あ
ら
け
な
き
し
う
殿
に
、
そ
く
ひ
を
と
ら
れ
撞
鐘
の
、
く
、

ひ
・
き
に
は
な
を
ぞ
な
を
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
(
賢
女
川
本
【
一
七
六
一
年
書
写
】
五
・
鐘
の
音
)

○
 
-
さ
も
あ
ら
け
な
き
し
う
殿
に
、
そ
く
び
を
と
っ
て
つ
き
が
ね
の
、

く
、

ひ
“
き
に
は
な
を
ぞ
な
を
り
け
る

 
 
 
 
(
虎
明
本
【
一
六
四
二
年
書
写
】
中
・
か
ね
の
ね
)

 
右
は
鷺
仁
右
衛
門
派
、
大
蔵
流
各
一
例
ず
つ
の
「
謡
い
」
の
詞
章
の
一
部
で

あ
る
。
「
さ
も
あ
ら
け
な
き
し
う
殿
」
は
、
「
な
ん
と
も
ま
あ
ら
ん
ぼ
う
な
御
主

人
様
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
謡
い
」
は
、
流
儀
が
異
な
っ
て
も
そ

の
詞
章
は
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
解
釈
は
同
じ
で
容
易
で
あ
る
。
以
下
、
こ

れ
ら
「
乱
暴
だ
、
酷
い
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
あ
ら
け
な
い
」
を
、
便
宜

上
【
1
】
と
し
て
表
す
と
し
よ
う
。

 
右
の
『
日
葡
辞
書
』
の
記
述
と
同
じ
意
味
、
用
磨
翌
ﾌ
「
あ
ら
け
な
い
」
が
諸

狂
言
台
本
に
見
ら
れ
る
一
方
で
、
鷺
二
派
の
う
ち
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
方
の
、

狂
言
台
本
の
詞
章
に
見
ら
れ
る
「
あ
ら
け
な
い
」
に
は
、
こ
の
【
1
】
と
明
ら

か
に
異
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。

【
鷺
伝
右
衛
門
派
の
用
例
】

 
 
○
 
シ
テ
ケ
様
二
天
下
治
リ
万
目
出
度
イ
折
柄
ナ
レ
ハ
方
々
ノ
御
振
舞
ハ

 
 
 
 
ア
ラ
ケ
ナ
イ
事
シ
ヤ
ナ
ア
 
ア
ト
御
意
被
成
ル
・
通
此
間
ノ
ア
ナ
タ

 
 
 
 
コ
ナ
タ
ノ
御
付
合
ハ
劉
馴
事
テ
御
座
ル
 
 
 
(
保
教
本
二
・
今
参
)

○

主
「
は
や
か
っ
た
 
汝
を
呼
ヒ
出
ス
は
別
の
事
て
も
無
い
 
か
様
に

天
下
治
り
万
ス
目
出
度
折
か
ら
な
れ
ハ
あ
な
た
此
方
の
御
参
会
な
司

ら
け
な
い
事
て
ハ
な
い
か
 
太
「
御
意
之
通
お
ひ
た
・
し
い
御
事
て

御
座
る
 
 
 
 
(
春
日
庄
作
直
筆
本
【
明
治
時
代
書
写
】
・
今
参
り
)
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右
の
例
は
、
主
が
、
「
御
振
舞
、
御
参
会
」
な
ど
の
様
子
を
「
あ
ら
け
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
の
に
答
え
て
、
太
郎
冠
者
が
「
お
び
た
だ
し
い
」
と
返
し
て
い

る
。
こ
こ
で
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
お
び
た
だ
し
い
」
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

○
＜
o
げ
搾
9
。
富
。
り
匡
×
U
・
 
ヲ
ビ
層
雲
シ
イ

瘁
?
も
の
)
。

＜
O
げ
冨
什
輿
冨
ρ
(
彩
し
さ
)

＜
O
甑
辞
讐
輿
⊆
(
彩
し
う
)

(
回
し
い
)
 
き
く
て
ひ
ど
く

(
『喆
虫
ｫ
書
』
)

 
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
大
き
い
」
と
の
み
言
う
が
、
こ
の
時
代
、
「
お
び
た
だ
し
い
」

は
、
対
象
の
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
狂
言
詞
章
の
例
の
よ
う
に
、
「
数
が
多
い
」

と
か
、
「
盛
大
だ
」
と
か
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

 
続
い
て
、
同
流
他
派
(
鷺
仁
右
衛
門
派
)
や
他
流
諸
本
の
、
同
場
面
で
の
詞

章
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
に
例
を
挙
げ
て
み
る
。
ま
ず
は
同
門
の
鷺
仁

右
衛
門
派
の
そ
れ
で
あ
る
。

【
鷺
仁
右
衛
門
派
の
用
例
】

 
 
○
 
シ
テ
「
汝
を
呼
び
出
す
は
別
の
事
で
も
な
い
、
こ
の
間
の
あ
な
た
こ

 
 
 
 
く
、
此
間
の
あ
な
た
此
方
の
御
付
合
は
善
事
で
ご
ざ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
森
藤
左
衛
門
本
【
一
七
七
七
年
書
写
】
中
・
今
参
)

○

シ
テ
汝
を
呼
び
出
だ
す
は
別
の
事
で
も
無
い
。
こ
の
間
あ
な
た
こ
な

た
の
お
つ
き
合
ひ
は
、
翼
事
で
は
無
い
か
。
 
太
郎
冠
者
御
意
の

煤
翌
ｭ
各
各
様
の
御
参
会
は
、
倒
U
刻
事
で
ご
ざ
り
ま
す
る
。

(
賢
通
言
【
一
八
五
五
年
書
写
】
上
・
今
参
)

 
先
に
示
し
た
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
詞
章
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
あ
ら
け
な
い
」

は
見
ら
れ
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
主
が
「
け
し
か
ら
ぬ
」

と
述
べ
て
い
る
の
に
答
え
て
、
太
郎
冠
者
が
「
お
び
た
“
し
い
」
と
返
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
『
日
葡
辞
書
』
の
「
け
し
か
ら
ぬ
」
の
引
用
を
次
に
示
そ
う
。

O
 
O
o
首
。
曽
円
碧
F
怪
し
か
ら
ぬ
(
怪
し
か
ら
ぬ
)
す
な
わ
ち
、
閃
き
臥
巴
環
δ
F

甚
だ
し
く
 
ヲ
吊
に
。
よ
い
 
に
も
悪
い

例
、
O
Φ
×
皆
巽
磐
¢
8
日
(
怪
し
か
ら
ぬ
体
)

に
も
用
い
る
語
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
た
・
子
、
窄
 
。

¶
O
Φ
己
。
胃
き
β
9
⇒
9
(
怪
し
か
ら
ぬ
天
気
)
非
常
に
悪
い
天
気
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
日
葡
辞
書
』
)

 
『
日
葡
辞
書
』
の
「
け
し
か
ら
ぬ
」
に
は
、
「
は
な
は
だ
し
く
」
と
い
う
記
述

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

が
あ
り
、
「
け
し
か
ら
ぬ
」
も
先
に
見
た
「
お
び
た
だ
し
い
」
と
同
様
の
数
の

夢
さ
や
掛
榛
0
ヵ
ざ
さ
を
形
容
し
た
用
磨
翌
ﾆ
見
ら
れ
る
。
大
蔵
、
和
泉
流
の
場

合
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
大
蔵
流
の
用
例
】

 
 
○
 
(
主
)
…
天
下
お
さ
ま
り
め
で
た
い
お
り
な
れ
は
、
と
り
わ
き
此
問
は
、

 
 
 
 
各
の
御
ゆ
さ
ん
蟹
事
で
は
な
ひ
か
 
(
太
郎
冠
者
)
誠
に

 
 
 
 
い
つ
も
と
申
な
が
ら
、
此
間
は
事
の
外
劉
御
ゆ
さ
ん
で

 
 
 
 
ご
ざ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
虎
明
本
上
・
し
う
く
が
ら
か
さ
)

○
 
(
主
)
…
天
下
お
さ
ま
り
、
目
出
度
い
御
代
成
れ
ば
、
此
間
の
あ
な
た

 2
3
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こ
な
た
の
御
茶
の
湯
は
、
何
と
劉
馴
事
で
は
無
い
か
。
 
(
太
郎
冠
者
)

御
意
の
通
り
、
劃
事
で
御
座
る
。

 
 
 
 
(
虎
話
本
【
一
七
九
二
年
書
写
】
中
・
し
ど
う
は
う
が
く
)

【
和
泉
流
の
用
例
】

 
 
○
 
シ
テ
＼
此
中
の
、
お
遊
は
、
矧
事
で
は
、
な
ひ
か
と
云

 
 
 
 
＼
お
び
た
・
し
い
、
事
と
云

 
 
 
(
天
理
本
『
狂
言
六
義
』
【
一
六
二
四
～
一
六
四
三
年
書
写
】
粟
田
口
)

 
先
に
見
た
鷺
流
台
本
の
場
合
と
は
異
な
り
、
大
蔵
流
と
和
泉
流
の
用
例
で
は
、

主
も
太
郎
冠
者
も
「
お
び
た
だ
し
い
」
で
応
答
し
て
い
る
。

 
右
に
挙
げ
た
大
蔵
、
和
泉
流
の
用
例
は
、
曲
こ
そ
異
な
る
が
、
す
べ
て
脇
狂

言
、
大
名
狂
言
に
属
す
る
類
型
曲
の
冒
頭
部
分
の
一
節
で
あ
る
、
当
世
流
行
の

催
し
ご
と
に
つ
い
て
問
答
す
る
場
面
の
詞
章
に
あ
ら
わ
れ
る
。
各
流
儀
で
用
い

ら
れ
て
い
る
言
語
表
現
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
同
一
場
面
の
詞
章
で
あ
る
の

で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
様
で
あ
る
と
見
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
鷺

伝
右
衛
門
派
の
二
例
の
「
あ
ら
け
な
い
」
が
指
し
て
い
る
対
象
は
、
人
物
で
は

な
く
、
「
御
参
会
」
「
御
付
合
」
「
御
振
舞
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
【
1
】
の
よ
う

に
「
乱
暴
だ
、
酷
い
」
と
の
意
で
捉
え
る
こ
と
は
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
る
。

何
が
「
あ
ら
け
な
い
」
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
当
世
流
行
し
て
い
る
催
し

ご
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鷺
伝
右
衛
門
派
が
用
い
て
い
る
「
あ
ら
け
な
い
」
は
、
「
お

び
た
だ
し
い
」
と
同
様
の
、
「
数
が
多
い
」
と
か
、
「
盛
大
だ
」
と
か
い
う
意
な

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
以
降
、
こ
れ
ら
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
並
外
れ
た
」

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
あ
ら
け
な
い
」
を
【
2
】
と
す
る
。

 
実
は
も
う
一
つ
、
明
治
以
降
の
鷺
伝
右
衛
門
派
の
狂
言
台
本
の
詞
章
に
は
、

【
1
】
、
【
2
】
い
ず
れ
と
も
異
な
る
意
味
を
持
っ
た
「
あ
ら
け
な
い
」
が
見
出

だ
さ
れ
る
。
そ
の
用
例
を
、
鷺
伝
右
衛
門
派
、
及
び
同
流
他
派
(
仁
右
衛
門
派
)

や
他
流
と
比
較
し
な
が
ら
以
下
に
示
そ
う
。

【
鷺
伝
右
衛
門
派
の
用
例
】

 
 
○
 
ア
ト
イ
や
不
審
尤
テ
御
座
ル
某
ノ
置
ク
テ
ハ
ナ
イ
頼
フ
タ
ヒ
ト
ハ
H

 
 
 
 
ツ
ト
ヲ
大
名
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
カ
此
中
新
参
者
ヲ
数
多
ヲ
抱
被
成
ル
・
程

 
 
 
 
二
申
テ
出
サ
ウ
カ
ト
云
フ
事
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
 
 
(
保
教
本
二
・
今
寺
)

○

太
「
イ
や
不
し
ん
尤
じ
ゃ
 
身
共
か
か
・
ゆ
る
と
言
う
て
も
其
ま
・

か
・
ゆ
る
の
で
ハ
な
い
 
某
シ
の
頼
う
だ
御
方
は
ド
ッ
ト
あ
ら
け
な

 
 
 
ナ
 
 

い
御
太
明
で
お
り
ゃ
る
が
此
度
ヒ
新
参
の
者
を
数
多
か
こ
え
さ
せ
ら

る
・
に
よ
り
望
ミ
荒
ら
バ
申
出
そ
ふ
か
と
の
申
事
で
お
り
ゃ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
春
日
庄
作
直
筆
本
・
今
参
り
)

 
右
は
、
太
郎
冠
者
が
、
そ
の
主
で
あ
る
大
名
が
何
物
で
あ
る
か
と
述
べ
て
い

る
詞
章
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
町
で
目
を
つ
け
た
通
行
人
(
す
っ
ぱ
)
を
、
新
し

い
奉
公
人
と
し
て
勧
誘
す
る
場
面
で
あ
り
、
そ
れ
を
【
1
】
の
よ
う
に
「
主
は

乱
暴
者
の
大
名
だ
」
と
い
う
紹
介
を
し
た
の
で
は
不
都
合
で
あ
る
し
、
自
慢
に

な
ら
な
い
。
保
教
本
の
例
は
、
「
と
つ
と
」
と
い
う
強
意
の
副
詞
を
付
加
し
、
「
ト

ツ
ト
ヲ
大
名
」
と
表
わ
し
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
中
で
も
比
較
的
時
代
の
下
っ
た

春
日
庄
作
直
筆
本
に
な
る
と
、
さ
ら
に
「
あ
ら
け
な
い
」
を
付
加
し
た
誇
張
的

な
表
現
「
ド
ッ
ト
あ
ら
け
な
い
大
名
」
に
な
っ
て
い
る
。
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【
鷺
仁
右
衛
門
派
の
用
例
】

○
太
郎
「
詞
を
か
く
る
は
別
の
事
で
も
な
い
、
某
の
頼
う
だ
人
は
と
つ
と

 
 
 
お
大
名
ぢ
や
、
此
度
相
撲
取
を
抱
へ
ら
る
・
に
よ
っ
て
、
若
し
そ
な
た

 
 
 
相
撲
を
取
ら
し
ま
す
な
ら
ば
、
申
し
豪
い
て
も
お
ま
せ
う
か
と
言
ふ
事

 
 
 
で
お
り
ゃ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
森
藤
左
衛
門
本
上
・
蚊
相
撲
)

○

太
ら
不
審
尤
じ
ゃ
。
身
共
の
抱
ゆ
る
で
ハ
な
い
。
某
の
頼
ふ
だ
お
方

ハ
。
劉
お
大
名
で
お
り
ゃ
る
が
。
此
度
新
参
の
者
を
召
抱

さ
せ
ら
る
・
に
依
て
。
是
へ
云
ふ
て
出
さ
ふ
か
と
の
百
事
で
お
り
ゃ

る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
棲
息
堂
本
・
今
参
)

 
鷺
仁
右
衛
門
派
で
は
、
先
の
春
日
庄
作
直
筆
本
が
用
い
た
「
あ
ら
け
な
い
」

で
は
な
く
、
保
教
本
と
同
様
の
「
と
つ
と
」
や
、
「
有
名
だ
」
の
意
で
あ
る
「
隠

れ
も
な
い
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

【
大
蔵
流
の
用
例
】

 
 
○
 
(
新
座
の
者
)
＼
扱
か
た
く
の
か
・
へ
さ
せ
ら
れ
う
と
お
し
や
る
事

 
 
 
 
か
 
(
太
郎
冠
者
)
＼
い
や
く
さ
や
う
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
、
そ
れ
が
し

 
 
 
 
が
た
の
ふ
だ
人
は
、
碧
で
ご
ざ
有
が
、
新
座
の
者
を
あ
ま
た
か
・

 
 
 
 
へ
ら
る
・
程
に
、
そ
れ
に
お
き
た
ひ
と
申
事
で
ご
ざ
有

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
虎
明
本
上
・
普
落
謔
ｸ
ま
ふ
)

○

(
太
郎
冠
者
)
不
審
尤
な
。
身
共
が
抱
ゆ
る
で
は
無
い
。
某
が
頼
う
だ

人
は
、
く
は
っ
と
お
大
名
で
お
り
ゃ
る
が
、
今
度
人
を
あ
ま
た
か
・

え
さ
せ
ら
る
・
に
依
て
、
和
御
料
が
の
ぞ
み
成
ら
ば
、
云
て
襲
い
て

も
遣
ろ
う
か
云
事
で
お
り
ゃ
る
。

(
虎
配
本
上
・
今
参
)

 
大
蔵
流
は
「
大
名
」
と
の
み
表
わ
す
か
、
「
く
は
っ
と
」
が
付
加
さ
れ
る
。

 
先
に
挙
げ
た
言
伝
右
衛
門
派
の
「
ド
ッ
ト
あ
ら
け
な
い
」
の
例
は
、
そ
の
文

脈
か
ら
判
断
す
る
に
、
先
に
見
た
【
1
】
の
「
乱
暴
だ
、
酷
い
」
や
、
【
2
】
の
「
程

度
が
は
な
は
だ
し
い
、
並
外
れ
た
」
の
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
と
は
異
な
っ
て

い
よ
う
。
ま
た
、
諸
本
の
他
流
の
詞
章
で
「
と
つ
と
お
大
名
」
、
「
隠
れ
も
な
い

大
名
」
「
く
は
っ
と
お
大
名
」
と
対
応
し
て
い
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
の
場

合
の
「
あ
ら
け
な
い
」
に
は
、
自
分
の
主
人
を
自
慢
す
る
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い

表
現
と
し
て
、
「
地
位
が
高
い
、
立
派
だ
」
と
い
う
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
一

九
六
〇
年
代
に
山
口
で
書
写
さ
れ
た
鷺
流
狂
言
手
附
本
の
「
末
広
が
り
」
で
は
、

次
に
示
す
よ
う
に
、
太
郎
冠
者
の
大
名
を
模
し
た
所
作
に
も
、
地
位
を
誇
示
す

る
よ
う
な
態
度
と
す
る
べ
き
旨
の
注
記
が
見
ら
れ
る
。

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た
し
 
 
 
キ
 
チ
ニ
テ
ブ
バ
ル

太
「
い
や
、
別
に
果
報
な
と
云
ふ
事
は
御
座
ら
ぬ
が
、
私
の
頼
ふ
だ
人

は
、
あ
ら
け
な
い
大
名
で
御
座
る
(
鷺
流
狂
言
手
二
本
・
末
広
が
り
)

 
「
ブ
バ
ル
」
と
は
「
強
く
て
勇
ま
し
い
風
に
ふ
る
ま
う
」
こ
と
で
あ
る
。
今

日
の
観
客
が
「
あ
ら
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
理
解
で
き
ず
と
も
、
そ

の
所
作
に
よ
り
、
「
自
分
の
主
は
立
派
な
大
名
」
だ
と
す
る
太
郎
冠
者
の
思
い

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
「
地
位
が
高
い
、
立
派
だ
」
の
意
の

「
あ
ら
け
な
い
」
を
【
3
】
と
す
る
。

 
狂
言
資
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
あ
ら
け
な
い
」

れ
そ
れ
の
用
例
数
を
表
1
、
2
に
示
す
。

の
全
用
磨
翌
�
ｪ
類
し
、
そ
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表
1
 
鷺
流
の
「
あ
ら
け
な
い
」
使
用
状
況

鷺
仁
右
衛
門
派

鷺
伝
右
衛
門
派

忠
政
本

森
本

賢
山
本

山
口
鷺

保
教
本

名
女
川
本

山
口
鷺

鷺
手
附
本

T
】
乱
暴
だ
な
ど
【
2
】
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
な
ど
【
3
】
立
派
だ
な
ど

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
1
0
0

4
5
0

2
2
5

0
1
0
4

表
2
 
他
流
儀
の
「
あ
ら
け
な
い
」
使
用
状
況

大
蔵
流

和
泉
流

狂
言
記

詳
明
本

虎
寛
本

山
本
東
本

天
理
本

狂
言
記
続
狂
言
記

外
五
＋
番

拾
遺

【
1
】
乱
暴
だ
な
ど
【
2
】
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
な
ど
【
3
】
立
派
だ
な
ど

4
0
0

9
0
0

7
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

 
【
1
】
の
「
乱
暴
だ
、
酷
い
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
は
、
ど
の
狂
言
台
本

に
お
い
て
も
使
用
例
が
確
認
さ
れ
、
『
日
葡
辞
書
』
に
も
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
あ
ら
け
な
い
」
の
最
も
一
般
的
な
用
磨
翌
ﾅ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
【
2
】
の
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
並
外
れ
た
」
意
の
「
あ

ら
け
な
い
」
の
用
例
は
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
中
で
も
成
立
の
早
い
台
本
に
の
み

見
出
さ
れ
た
。
筆
者
の
調
査
は
洒
落
本
な
ど
に
な
お
十
分
に
調
査
が
及
ん
で
い

な
い
が
、
狂
言
資
料
以
外
の
文
献
で
、
噺
本
に
は
用
例
が
見
ら
れ
た
。

○

あ
る
と
き
三
八
か
顔
あ
か
く
、
求
洛
凾
竄
ｳ
う
な
る
を
人
見
つ
け
て
、

そ
ち
ハ
あ
ら
け
な
く
ゑ
い
た
ひ
た
る
躰
ざ
と
い
へ
は
、
道
理
か
な
、

今
朝
の
振
旦
に
、
汁
の
椀
の
お
り
べ
で
、
つ
・
け
さ
ま
三
盃
の
み
た

○

る
も
の
。

(
『ｶ
本
大
系
』
・
「
醒
酔
笑
」
)

こ
の
た
び
の
地
し
ん
に
、
よ
し
田
の
神
楽
岡
、
を
か
崎
の
村
な
ど
す

こ
し
ゆ
る
や
う
に
て
、
あ
ら
け
な
く
ハ
侍
ら
ず
。
豊
国
と
て
も
な
み

の
ふ
ら
ざ
る
に
ハ
あ
ら
で
、
只
わ
っ
か
に
ゆ
り
た
れ
ば
、
く
つ
れ
か
・

り
な
が
ら
も
損
ぜ
ざ
る
ば
か
り
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
噺
本
大
系
』
・
「
か
な
め
い
し
」
)

 
前
者
「
醒
酔
笑
」
の
例
は
、
三
八
と
い
う
登
場
人
物
の
、
酒
に
酔
っ
た
状
態

を
「
あ
ら
け
な
く
ゑ
ひ
た
る
躰
」
と
表
現
し
て
お
り
、
ま
た
、
後
者
「
か
な
め

い
し
」
の
例
で
は
、
地
震
の
程
度
を
「
す
こ
し
ゆ
る
や
う
」
で
「
あ
ら
け
な
く

ハ
侍
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
「
ひ
ど
く
は
揺
れ
な
か
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
両

者
と
も
、
文
脈
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
【
1
】
の
「
乱
暴
な
、
酷
い
」
よ
り
も
、
【
2
】

の
「
(
程
度
が
)
は
な
は
だ
し
い
、
並
外
れ
た
」
の
意
味
と
解
さ
れ
る
。

 
こ
れ
ら
は
一
六
〇
〇
年
代
成
立
の
噺
本
の
例
で
あ
り
、
『
日
葡
辞
書
』
に
は

記
載
の
な
か
っ
た
【
2
】
の
「
あ
ら
け
な
い
」
の
例
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
成

立
し
た
口
語
資
料
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
例
も
、

「
あ
ら
け
な
い
」
の
語
源
的
意
味
で
あ
る
、
「
乱
暴
だ
、
酷
い
」
か
ら
、
そ
の
後
、
「
乱

暴
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
も
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と

推
定
で
き
る
。

 
こ
の
「
あ
ら
け
な
い
」
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
が
元
来
持
っ
て
い
た
意
味
が

次
第
に
蝋
化
し
、
単
に
「
(
程
度
が
)
並
外
れ
た
」
も
の
や
こ
と
を
表
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
類
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
形
容
詞
「
ゆ
ゆ
し
」
が
あ
る
。

平
安
時
代
成
立
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
(
九
七
四
年
頃
)
に
見
ら
れ
る
「
ゆ
ゆ
し
」
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の
例
を
以
下
に
示
す
。

○

五
月
に
も
な
り
ぬ
。
わ
が
家
に
と
ま
れ
る
人
の
も
と
よ
り
、
「
お
は

し
ま
さ
ず
と
も
、
菖
蒲
ふ
か
で
は
劉
ら
む
を
、
い
か
が
せ
む

ず
る
」
と
言
ひ
た
り
。
 
 
 
 
 
 
(
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
・
中
巻
)

 
右
の
「
ゆ
ゆ
し
」
は
、
「
(
端
午
の
節
供
に
菖
蒲
を
軒
に
葺
か
な
い
の
は
)
縁

起
が
悪
い
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
。

○

そ
の
夜
、
大
臣
の
御
里
に
源
氏
の
君
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
作
磨
乱
｢

に
め
ず
ら
し
き
ま
で
も
て
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
い
と
き
び

は
に
て
お
は
し
た
る
を
、
ゆ
ゆ
し
う
う
つ
く
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま

へ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
源
氏
物
語
』
・
桐
壺
)

 
右
の
『
源
氏
物
語
』
(
平
安
時
代
中
期
頃
)
の
「
ゆ
ゆ
し
」
は
、
光
源
氏
の

容
姿
に
つ
い
て
、
「
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
か
わ
い
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
見

て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
例
の
よ
う
に
、
「
(
不
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
ほ

ど
)
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
と
い
う
意
味
の
「
ゆ
ゆ
し
」
の
例
の
多
く
は
、

連
用
修
飾
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
味
の
変
化
が
用
磨
翌
ﾌ
差
と

な
っ
て
表
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

 
時
代
の
下
っ
た
『
日
葡
辞
書
』
の
「
ゆ
ゆ
し
い
」
に
は
、
も
は
や
『
か
げ
ろ

ふ
日
記
』
の
例
の
よ
う
な
「
縁
起
が
悪
い
」
の
意
は
な
い
。
そ
し
て
、
『
源
氏

物
語
』
の
時
代
に
見
ら
れ
た
「
(
恐
ろ
し
い
)
優
れ
て
い
る
」
か
ら
も
転
意
し
て
、

た
だ
「
優
れ
て
い
る
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
こ
と
を
形
容
す
る
言
葉
に
な
っ

て
い
る
。

○

団
ロ
同
ロ
×
こ
●
 
ユ
ユ
シ
イ
(
由
々
し
い
)
 
着
物
な
ど
の
飾
り
や
光
沢

の
よ
う
に
、
華
や
か
さ
と
壮
麗
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
(
も
の
)
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
日
葡
辞
書
』
)

 
【
3
】
の
「
あ
ら
け
な
い
」
は
、
つ
ま
り
「
地
位
が
高
い
、
立
派
だ
」
の
意
の
「
あ

ら
け
な
い
」
は
、
明
治
期
以
降
の
鷺
伝
右
衛
門
派
の
狂
言
資
料
に
の
み
見
出
さ

れ
る
用
磨
翌
ﾅ
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
「
あ
ら
け
な
い
」
が
方
言
で
あ
る
と
い
う

可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
以
下
に
『
全
国
方
言
大
辞
典
』
(
小
学
館
)
の
記
述

を
引
用
し
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
け
な
い
」
に
つ
い
て
、
山
口
方

言
に
は
、
方
言
集
な
ど
に
報
告
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

○

あ
ら
け
な
い
【
荒
気
1
】
《
形
》

〟
絡
r
々
し
い
。
荒
っ
ぽ
い
。
乱
暴
だ
。

 
青
森
県
「
あ
ら
げ
な
い
か
ら
物
潔
し
ば
か
り
し
て
い
る
」
 
岩
手

 
県
二
戸
郡
 
九
戸
郡
 
秋
田
県
鹿
角
郡
 
富
山
県
砺
波
「
あ
ら
け

 
な
い
脱
ぎ
方
」
 
石
川
目
、
鹿
島
郡
、
羽
 
郡
 
山
梨
県
古
語
鼎

 
掴
坦
市
 
減
賀
県
彦
ホ
 
蒲
生
郡
 
京
都
市
 
大
阪
市
 
鳥
取
県

 
島
根
県
美
濃
郡
「
女
を
あ
ら
け
の
一
も
て
あ
つ
か
う
」
 
香
川
県

 
大
川
郡
 
愛
媛
県
南
宇
和
郡
「
あ
ら
け
な
い
奴
」
 
高
知
県
長
岡

 
郡
 
福
岡
県
小
倉
市
 
福
岡
市

 
(
あ
ら
っ
け
な
い
)
富
山
県
砺
波
 
石
川
県

②
数
量
が
多
い
。

 
お
び
た
だ
し
い
。
ま
た
、
程
度
が
甚
だ
し
い
。
秋
田
県
鹿
角
郡
「
い

 
や
、
あ
ら
け
な
く
集
ま
っ
た
も
ん
だ
」
 
(
あ
ら
け
ん
ね
i
)
福
岡
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県

③
大
き
い
。
り
っ
ぱ
だ
。
ま
た
、
大
げ
さ
だ
。

 
石
川
県
鹿
島
郡
 
岐
亜
属
 
翻
郡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
全
国
方
言
大
辞
典
』
)

 
仮
に
山
口
県
の
方
言
に
「
立
派
だ
、
地
位
が
高
い
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」

が
な
く
と
も
、
石
川
県
、
岐
阜
県
、
滋
賀
県
の
例
の
よ
う
に
、
本
来
的
な
「
乱

暴
だ
、
酷
い
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
表
現
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
の
意
味
領
域

を
【
2
】
の
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
並
外
れ
た
」
へ
と
拡
大
さ
せ
、
さ
ら

に
は
、
【
3
】
の
「
地
位
が
高
い
、
立
派
だ
」
へ
も
、
拡
大
し
得
る
の
で
は
な

い
か
。
形
容
詞
「
ゆ
ゆ
し
」
に
お
け
る
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
本
来
の
「
縁
起

が
悪
い
、
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
意
味
が
次
第
に
蝋
化
し
、
「
優
れ
た
、
並
外
れ
た
」

へ
転
意
し
た
経
緯
を
見
て
も
、
「
あ
ら
け
な
い
」
に
も
同
様
の
意
味
領
域
の
拡

大
が
起
こ
り
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
『
全
国
方
言
大
辞
典
』
に
は
山
口
方
言
「
あ
ら
け
な
い
」
の
報
告
は
な
い
が
、

筆
者
は
改
め
て
、
実
地
に
て
調
査
を
行
っ
て
み
た
。
調
査
地
域
は
な
お
狭
く
、

今
後
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
概
ね
は
把
む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い

る
。 

調
査
方
磨
翌
ﾍ
臨
地
の
聞
き
取
り
に
よ
る
も
の
で
、
六
十
歳
以
上
の
山
口
県
内

の
生
え
抜
き
を
対
象
と
し
た
。

実
施
日
…
平
成
二
〇
年
十
一
月
十
二
日
、
二
五
日
、
十
二
月
十
日
、

 
 
 
 
十
七
日

調
査
地
域
…
山
口
市
、
萩
市
、
長
門
市
、
旧
吉
敷
郡
阿
東
町
、
二
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
祢
郡
秋
芳
町

 
被
調
査
者
五
〇
名
中
で
、
「
あ
ら
け
な
い
」
を
使
う
と
答
え
た
方
が
5
名
お

ら
れ
た
。
表
3
と
し
て
そ
の
調
査
結
果
を
示
す

表
3
i
1
 
山
口
市

使
う

使
わ
な
い
が
聞
い
た
こ
と
は
あ
る

ど
ち
ら
も
な
い

あ
ら
け
な
い
あ
ら
く
た
い
あ
ら
か
ま
し
い
あ
ら
ま
し
い

0
0
0
2
7

2
0
0
1

2
7
2
9
2
9
1

表
3
1
2
 
長
門
市
、
萩
市
、
旧
吉
敷
郡
阿
東
町
、
旧
美
祢
郡
秋
芳
町

使
う

使
わ
な
い
が
聞
い
た
こ
と
は
あ
る

ど
ち
ら
も
な
い

あ
ら
け
な
い
あ
ら
く
た
い
あ
ら
か
ま
し
い
あ
ら
ま
し
い

5
0
0
2
1

0
0
0
0

1
6
0
0
0

表
3
1
2
で
、
萩
市
、
阿
東
町
の
調
査
で
、
「
あ
ら
け
な
い
」
を
「
使
用
す
る
」

と
答
え
た
5
名
は
、
全
て
が
萩
市
在
住
者
で
、
「
あ
そ
こ
の
嫁
さ
ん
は
、
お
ば

さ
ん
に
あ
ら
け
な
い
の
お
」
(
七
十
代
女
性
)
の
よ
う
に
、
「
(
人
の
)
情
が
薄
い
」
、

「
大
事
に
し
て
く
れ
な
い
」
の
意
で
使
わ
れ
る
一
方
面
、
「
畑
が
あ
ら
け
の
一
な
っ

た
」
(
七
十
代
女
性
)
と
、
「
畑
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
」
の
よ
う
に
、
物

一2
8

一



を
対
象
と
し
て
も
使
用
す
る
よ
う
で
、
本
来
的
な
意
味
で
あ
る
【
1
】
に
相
当

す
る
。
た
だ
、
今
回
の
実
施
し
た
臨
地
調
査
で
は
、
山
口
県
内
に
「
地
位
が
高

い
、
立
派
だ
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
全

国
方
言
大
辞
典
』
の
石
川
、
岐
阜
、
滋
賀
三
県
場
合
の
よ
う
に
、
「
標
準
か
ら

外
れ
た
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
か
ら
、
③
の
「
り
っ
ぱ
だ
」
、
つ
ま
り
【
3
】

へ
の
転
意
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
筆
者
は
、
山
口
県
で
も
「
あ
ら
け
な
い
」
で
表

現
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。

 
山
口
市
に
鷺
流
狂
言
を
伝
え
た
春
日
庄
作
は
、
萩
で
稽
古
を
積
ん
だ
後
、
山

口
市
に
移
住
し
て
い
る
。
春
日
庄
作
直
筆
本
は
、
【
2
】
の
「
は
な
は
だ
し
い
、

並
外
れ
た
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
表
現
を
、
先
立
つ
鷺
伝
右
衛
門
派
名
玉
川

本
か
ら
変
る
こ
と
な
く
受
け
継
い
で
お
り
、
ま
た
、
江
戸
時
代
成
立
の
保
教
本
、

名
女
川
本
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
【
3
】
の
「
地
位
が
高
い
、
立
派
だ
」
意

の
「
あ
ら
け
な
い
」
が
初
出
す
る
台
本
で
あ
る
。
一
方
で
、
明
治
維
新
以
降
、

佐
渡
に
伝
承
さ
れ
た
鷺
流
狂
言
(
鷺
仁
右
衛
門
派
)
の
狂
言
台
本
の
詞
章
に
は
、

同
様
の
例
は
見
出
せ
な
い
。
さ
れ
ば
、
新
た
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
地
位
が
高

い
、
立
派
だ
」
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
を
用
い
た
詞
章
は
、
春
日
庄
作
が
明
治

時
代
以
降
に
伝
承
し
た
際
に
、
山
口
県
方
言
に
あ
っ
た
「
地
位
が
高
い
、
立
派

だ
」
の
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
を
取
り
込
ん
だ
、
つ
ま
り
、
山
口
鷺
流
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
春
日
庄
作
が
、
「
台
本
成
立
時
期
の
口
語
を
舞
台
語
と
し
て
取
り
入
れ
る
」

鷺
流
の
狂
言
詞
章
の
記
述
態
度
を
受
け
継
い
で
い
る
な
ら
ば
、
萩
在
住
時
代
日

常
的
に
耳
に
し
て
い
た
【
3
】
の
意
の
「
あ
ら
け
な
い
」
を
、
演
じ
る
場
面
に

よ
っ
て
は
そ
の
言
語
表
現
(
舞
台
語
)
と
し
て
、
取
り
入
れ
た
と
推
定
す
る
の

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
鷺
流
伝
右
衛
門
派
の
狂
言
資
料
に
の
み
、
【
2
】
及
び
【
3
】

の
「
あ
ら
け
な
い
」
が
見
出
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
鷺
伝
右
衛
門
派
が
鷺
流
の

分
家
で
あ
る
た
め
、
本
家
の
鷺
仁
右
衛
門
派
に
比
べ
て
、
あ
る
程
度
自
由
に
言

葉
の
選
択
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

 
【
2
】
の
「
あ
ら
け
な
い
」
は
、
『
日
葡
辞
書
』
に
こ
そ
記
述
は
な
か
っ
た
が
、

一
六
〇
〇
年
代
の
噺
本
に
、
そ
の
用
例
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え

る
と
、
「
あ
ら
け
な
い
」
が
上
方
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
俗
語
で
あ
っ
て
、
狂
言
師
の
性
格
や
流
儀
意
識
の
違
い
か
ら
、
大
蔵
流

や
和
泉
流
、
鷺
仁
右
衛
門
派
な
ど
で
は
、
芸
能
の
言
葉
と
し
て
好
ま
れ
な
か
っ

た
と
考
え
る
。

 
【
3
】
の
「
あ
ら
け
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
鷺
流
狂
言
資
料
以
外
の
文
献
か

ら
は
そ
の
使
用
例
が
見
出
せ
ず
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
筆
者
は
、
右
に
述

べ
て
き
た
石
川
県
、
岐
阜
県
、
滋
賀
県
で
の
【
1
】
【
3
】
の
併
用
や
、
形
容

詞
「
ゆ
ゆ
し
」
な
ど
の
意
味
領
域
の
拡
大
例
か
ら
、
「
あ
ら
け
な
い
」
は
、
「
地

位
が
高
い
、
立
派
だ
」
を
現
す
山
口
県
方
言
と
し
て
一
時
期
用
い
ら
れ
て
い
た

も
の
が
、
春
日
庄
作
に
よ
っ
て
狂
言
の
言
葉
と
し
て
、
山
口
に
残
存
す
る
狂
言

台
本
に
記
録
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
考
え
を
と
り
た
い
。

二
、
「
め
で
た
い
」
に
つ
い
て

 
「
あ
ら
け
な
い
」
に
続
い
て
、
鷺
流
の
狂
言
台
本
に
の
み
用
例
が
見
出
さ
れ

た
謝
意
を
表
わ
す
言
葉
、
「
め
で
た
い
」
を
取
り
上
げ
る
。

 
次
に
挙
げ
る
諸
例
は
、
主
(
問
う
側
)
が
、
都
で
の
訴
訟
の
安
堵
や
そ
れ
の

恩
賞
に
よ
る
新
地
の
拝
領
を
喜
び
、
従
者
(
答
え
る
側
)
も
、
主
の
そ
の
こ
と
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を
喜
ば
し
く
思
う
気
持
ち
を
述
べ
る
場
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
左
に
挙
げ
る

例
は
、
主
に
「
麻
生
」
と
い
う
曲
の
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
「
麻
生
」
が
収
録

さ
れ
て
い
な
い
台
本
(
忠
政
本
)
の
場
合
は
、
「
麻
生
」
の
類
型
曲
で
、
同
じ

よ
う
に
訴
訟
と
そ
れ
の
恩
賞
に
関
す
る
問
答
を
曲
の
冒
頭
で
繰
り
広
げ
る
「
が

ん
ぬ
す
び
と
」
を
例
示
し
た
。

【
大
蔵
流
の
用
例
】

 
 
○
 
(
麻
生
)
＼
永
々
在
京
い
た
す
程
に
と
有
て
、
あ
ん
ど
の
御
教
書
を
下

 
 
 
さ
れ
た
が
、
か
た
じ
け
な
ひ
事
で
は
な
ひ
か
 
(
藤
六
)
＼
扱
も
く

 
 
 
そ
れ
は
思
召
ま
・
な
お
仕
合
で
御
ざ
あ
る
、
こ
の
や
う
な
め
で
た
ひ

 
 
 
事
は
ご
ざ
る
ま
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
虎
二
本
上
・
麻
生
)

【
鷺
伝
右
衛
門
派
の
用
例
】

 
 
○
 
永
々
在
京
シ
テ
ア
レ
ハ
訴
訟
悉
安
堵
シ
其
上
新
知
迄
拝
領
シ
タ
ハ
目

 
 
 
 
出
度
イ
事
テ
ハ
ナ
イ
カ
 
ア
ト
御
意
成
ル
・
通
内
々
ノ
御
訴
訟
ノ
儀

 
 
 
 
ハ
我
々
迄
モ
ト
ヤ
カ
ク
ト
案
シ
テ
御
座
ル
ニ
御
訴
訟
ノ
叶
フ
ノ
ミ
ナ

 
 
 
 
ラ
ズ
、
新
知
迄
ヲ
御
拝
領
被
成
ケ
様
ノ
目
出
度
事
ハ
御
座
リ
マ
ス
マ

 
 
 
 
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
保
教
本
二
・
麻
生
)

【
鷺
仁
右
衛
門
派
の
用
例
】

 
 
○
 
訴
訟
の
事
有
テ
永
々
在
京
ス
ル
所
に
訴
訟
こ
と
く
く
あ
ん
と
し
其
表

 
 
 
 
早
々
罷
下
と
有
テ
お
暇
迄
く
だ
さ
れ
た
か
何
と
(
外
)
聞
年
々
恭
な

 
 
 
 
ひ
事
て
ハ
な
ひ
か
。
 
＼
御
意
な
さ
る
・
通
御
訴
訟
の
叶
ひ
ま
す
る

 
 
 
 
の
ミ
鳴
ら
す
御
暇
迄
御
拝
領
な
さ
れ
て
此
や
う
な
目
出
度
事
ハ
こ
さ

 
 
 
 
り
ま
す
ま
い
。
 
 
 
 
(
忠
政
本
【
一
六
七
八
年
書
写
】
・
膓
盗
人
)

○

訴
訟
悉
く
か
な
ひ
、
殊
に
新
地
を
く
わ
つ
と
拝
領
し
た
が
、
何
と
め

で
た
い
事
で
は
な
い
か
 
藤
六
「
御
意
の
煤
翌
ｭ
御
訴
訟
の
か
な
ひ
ま

す
る
の
み
な
ら
ず
、
御
新
地
を
も
拝
領
な
さ
れ
て
、
か
や
う
な
め
で

た
い
お
事
は
な
ア
 
 
 
 
 
 
 
 
(
森
藤
左
衛
門
本
上
・
麻
生
)

○

永
々
在
京
す
る
所
に
、
訴
訟
悉
く
叶
ひ
、
安
堵
の
御
教
書
を
い
た
“

き
、
新
地
を
過
分
に
拝
領
し
た
は
、
何
と
劃
定
事
で
は
無
か
。
 
(
藤
六
)

髄
様
の
御
仕
合
を
待
請
ま
す
る
所
に
、
近
頃
、
(
藤
六
、
下
六
)
め
で
度

う
存
ま
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
虎
寛
本
上
・
麻
生
)

 
保
教
本
、
森
藤
当
座
衛
門
本
の
例
で
は
、
主
は
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
た
相
手

に
対
し
て
直
接
に
謝
意
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
身
分
不
相
応
の
恩
賞
を

与
え
ら
れ
た
自
分
自
身
の
幸
運
に
感
謝
し
て
有
り
が
た
く
思
い
、
感
謝
の
気
持

ち
を
込
め
て
謝
意
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
者
も
、
そ
の
主
の
身
に
起
き

た
吉
事
を
こ
と
ほ
ぐ
の
で
あ
る
。

 
江
戸
初
期
に
書
写
さ
れ
た
大
蔵
虎
豊
本
、
鷺
仁
右
衛
門
派
忠
政
本
で
は
、
こ

の
場
面
で
主
が
喜
び
の
気
持
ち
を
表
す
と
き
に
「
恭
い
」
を
用
い
る
が
、
同
じ

大
蔵
流
で
も
、
虎
赤
本
に
な
る
と
、
そ
の
「
旧
い
」
に
代
わ
り
「
あ
り
が
た
い
」

を
用
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
七
〇
〇
年
代
以
降
の
鷺
流
の
狂
言
台
本
の
方
を

見
る
と
、
一
六
七
八
年
書
写
の
忠
政
本
で
は
「
恭
い
」
だ
が
、
保
教
本
、
森
藤

左
衛
門
本
で
は
代
わ
っ
て
「
め
で
た
い
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
鷺

流
の
場
合
、
謝
意
を
表
わ
す
「
め
で
た
い
」
は
、
「
麻
生
」
に
代
表
さ
れ
る
「
大

名
狂
言
」
の
、
曲
冒
頭
の
問
答
の
詞
章
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
注
2
で
、
そ
れ
以

外
の
詞
章
に
お
け
る
感
謝
の
言
葉
は
、
大
抵
が
「
添
い
」
、
も
し
く
は
「
有
難
い
」
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が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
資
料
に
お
け
る
謝
意
を
表
わ
す
言
葉
の
用
例
数
を

ま
と
め
た
も
の
を
表
4
、
表
5
と
し
て
左
に
示
し
た
。

表
4
 
鷺
流
狂
言
資
料
に
お
け
る
謝
意
を
表
す
言
葉

鷺
仁
右
衛
門
派

鷺
伝
右
衛
門
派

忠
政
本

森
本

賢
全
本

山
口
鷺

保
教
本

名
女
川
本

山
口
鷺

鷺
手
繰
高

め
で
た
い
恭
い
有
難
い

0
1
5
3

2
5
6
1
9

3
7
9
1
7

4
5
0
1
0

6
5
2
1
5

1
8
3
2
7

1
3
0
2
2

0
9
1
1

表
5
 
他
流
狂
言
資
料
に
お
け
る
謝
意
を
表
す
言
葉

大
蔵
流

和
泉
流

狂
言
記

虎
明
本

虎
寛
本

山
本
東
本

天
理
本

狂
言
記

続
狂
言
記

外
五
＋
番

拾
遺

め
で
た
い
添
い
有
難
い

0
團
5
3

0
7
9
燭

0
㎜
皿

0
9
0
0

0
2
0

2
1
3
3

0
2
6
0

0
8
4
3

「
め
で
た
い
」
に
つ
い
て
『
日
葡
辞
書
』
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

○

竃
。
臣
〟
酪
d
度
 
メ
デ
タ
イ
(
目
出
た
い
)
一
)
喜
ば
し
い
(
こ
と
)
、
ま

た
は
、
上
首
尾
で
あ
る
(
こ
と
)
。

¶
ま
た
、
何
事
か
に
つ
い
て
感
曽
＝
の
意
や
≡
曽
意
を
述
.
 
る
の
に
使
う

語
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
日
葡
辞
書
』
)

『
日
葡
辞
書
』
に
は
、
「
喜
ば
し
い
」
「
上
首
尾
で
あ
る
」
と
い
っ
た
現
代
の

「
め
で
た
い
」
に
通
ず
る
意
味
に
つ
い
て
言
及
す
る
一
方
、
「
感
謝
の
意
や
謝
意

を
述
べ
る
」
と
も
記
述
さ
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

 
先
に
挙
げ
た
大
蔵
流
の
例
で
は
、
一
六
〇
〇
年
代
書
写
の
虎
明
本
が
「
添
い
」
、

そ
れ
か
ら
一
五
〇
年
後
に
書
写
さ
れ
た
虎
計
算
で
は
、
「
有
難
い
」
に
交
替
し

て
い
た
が
、
荻
野
千
砂
子
氏
の
、
「
お
礼
の
言
葉
と
し
て
、
十
七
世
紀
後
半
か

ら
従
来
の
『
添
い
(
恭
う
御
座
る
)
』
と
同
様
に
、
『
有
難
い
(
有
難
う
御
座
る
)
』

が
定
着
し
た
」
と
い
う
指
摘
を
援
用
す
れ
ば
、
大
蔵
流
の
「
添
い
」
↓
「
有
難

い
」
へ
の
移
行
は
、
語
彙
史
的
な
流
れ
に
沿
っ
た
変
化
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
鷺

流
の
方
の
「
恭
い
」
↓
「
め
で
た
い
」
へ
の
移
行
は
、
先
行
研
究
に
言
及
が
な

く
、
語
彙
史
的
変
遷
と
は
異
な
る
要
因
を
考
え
さ
せ
る
。

 
柳
田
國
男
氏
は
、

摘
す
る
。

謝
意
を
表
わ
す
「
め
で
た
い
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指

有
難
い
を
御
礼
の
言
葉
に
し
た
の
が
新
し
い
こ
と
で
あ
る
や
う
に
、
カ
タ

ジ
ケ
ナ
イ
も
亦
最
初
か
ら
、
人
に
対
す
る
感
謝
の
語
で
は
無
か
っ
た
や
う

で
あ
り
ま
す
。
さ
う
す
る
と
そ
の
前
は
何
と
言
っ
て
居
た
ら
う
か
“
問
題

に
な
り
ま
す
が
、
禾
は
少
な
く
と
も
 
て
一
度
、
メ
テ
タ
イ
と
い
ふ
の
が

そ

で
あ
っ
た
時
代
が
、
あ
る
の
で
は
な
い
カ
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
(
「
毎
日
の
言
葉
」
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
十
九
巻
)

 
柳
田
氏
は
、
別
の
項
で
、
「
多
分
は
神
仏
に
対
し
て
、
し
き
り
に
こ
の
言
葉

を
口
に
し
た
時
代
を
通
っ
て
、
何
で
も
嬉
し
い
時
に
は
毎
に
さ
う
謂
っ
た
の
が
、

後
々
之
を
御
礼
の
言
葉
に
使
ふ
や
う
に
な
っ
た
起
り
だ
ら
う
と
思
い
ま
す
」
と

も
指
摘
す
る
。
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つ
ま
り
、
「
囲
い
」
も
「
有
難
い
」
も
、
元
来
神
仏
に
対
し
て
使
っ
て
い
た

も
の
が
、
次
第
に
畏
怖
を
込
め
た
意
味
が
蝋
化
し
て
い
き
、
「
何
で
も
嬉
し
い

時
に
は
毎
に
さ
う
謂
っ
た
」
時
代
を
経
て
、
人
に
対
す
る
感
謝
の
語
と
し
て
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

 
狂
言
資
料
の
例
を
見
る
と
、
感
謝
の
意
が
「
身
分
不
相
応
の
幸
運
」
に
対
し

て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
柳
田
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
何
で
も
嬉

し
い
時
」
に
発
せ
ら
れ
た
感
謝
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
謝
意
を
表
す
「
め

で
た
い
」
も
ま
た
、
「
添
い
」
や
「
有
難
い
」
と
同
様
の
、
意
味
の
蝋
化
を
経

て
成
立
し
た
感
謝
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
柳
田
氏
の
指
摘
に
あ
る
神
仏
に
対
し
て
使
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
め
で
た
い
」

の
用
例
、
及
び
、
そ
れ
を
人
に
対
す
る
感
謝
の
表
現
と
し
て
用
い
ち
れ
た
用
例

を
次
に
示
す
。

○

神
の
め
で
た
く
長
ず
る
は
、
金
剛
蔵
王
徳
王
大
菩
薩
西
の
宮
、
祇

園
天
神
代
将
軍
、
日
吉
山
王
賀
茂
上
下
 
(
『
梁
塵
秘
匿
』
・
第
二
巻
)

○
 
め
ん
た
し
 
あ
り
が
と
う
。

○

幼
児
語
。

 
(
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
前
田
勇
編
)

「
ハ
テ
親
子
の
間
ダ
は
い
つ
れ
に
て
も
其
方
の
心
ま
か
せ
。
童
子
袋
へ
」

と
招
か
れ
て
。
葛
の
葉
嬉
し
く
い
だ
き
よ
せ
。
「
ア
レ
よ
そ
の
伯
父
様

が
。
結
構
な
巻
物
そ
な
た
に
や
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
。
行
儀
に
そ
こ
へ

か
し
こ
ま
り
や
。
ヲ
・
そ
ふ
じ
や
く
時
宜
申
し
や
」
。
 
「
是
は
く

お
と
な
し
い
成
人
し
て
学
文
せ
い
出
し
。
親
の
名
を
あ
げ
ら
れ
よ
」

○
○○

と
わ
た
せ
ば
い
た
み
け
両
手
に
受
ケ
。
「
爺
様
め
ん
た
し
仕
ま
す
る

と
」
い
た
だ
き
く
。

 
 
 
 
(
『
竹
田
出
雲
並
木
巌
冬
浄
瑠
璃
集
』
・
芦
屋
道
満
大
内
鑑
)

ア
ト
ソ
レ
ハ
私
思
草
サ
レ
マ
セ
イ
シ
テ
サ
ソ
ウ
カ
 
ア
ト
中
々

 
 
唇
肋
ラ
此
時
子
酌
ス
ル

ア
・
目
出
度
ウ
御
座
リ
マ
ス
ル
 
シ
テ
ワ
コ
リ
相
器
ナ
ル
程
二
今
日

ハ
一
入
呑
マ
シ
マ
セ
 
ア
ト
テ
ウ
ド
下
サ
レ
マ
セ
ウ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
保
教
本
四
・
比
丘
貞
)

シ
テ
「
さ
そ
ふ
か
、
 
ア
ト
「
中
々
、
あ
・
め
で
た
う
御
座
り
ま
す
る
、

シ
テ
「
目
出
度
や
な
ふ
、
わ
こ
り
よ
は
又
一
つ
な
る
ほ
ど
に
、
呑
ま

し
ま
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
名
書
川
本
二
・
比
丘
貞
)

(
シ
テ
)
ま
事
に
け
ふ
の
事
じ
ゃ
に
依
て
、
一
つ
の
う
で
庵
太
郎
へ
さ
・

う
か
。
 
(
ア
ド
)
夫
は
異
く
有
難
御
ざ
る
。
 
〈
中
略
〉
 
(
シ
テ
)
是

を
輪
太
郎
へ
さ
し
て
呉
れ
さ
し
め
。
 
(
ア
ド
)
嘗
て
御
座
る
。
な
う

く
庵
太
郎
、
い
た
“
か
し
め
。
 
(
子
)
戴
き
ま
す
る
。
 
(
シ
テ
)
則

出
た
う
お
り
や
る
。
 
(
子
)
慮
外
に
御
ざ
る
。
(
虎
寛
本
中
・
比
丘
貞
)

 
『
梁
塵
秘
抄
』
(
＝
八
○
年
)
の
例
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
々
に
寄
せ
た

歌
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
め
で
た
く
」
は
、
柳
田
氏
の
「
最
初
は
言
葉
通
り
有

り
得
な
い
も
の
、
有
る
の
が
ふ
し
ぎ
な
も
の
と
い
ふ
意
味
で
、
人
間
わ
ざ
を
超

え
た
神
の
御
徳
御
力
を
讃
へ
て
さ
う
言
っ
て
居
た
」
(
「
毎
日
の
言
葉
」
)
と
指

摘
さ
れ
た
そ
の
一
例
と
し
て
捉
え
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
浄
瑠
璃
集
の
例

は
、
巻
物
を
両
手
に
受
け
た
幼
児
(
み
た
い
け
)
が
、
相
手
(
爺
様
)
に
対
し
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て
「
め
ん
た
し
」
と
お
礼
を
言
っ
て
い
る
場
面
で
、
先
の
柳
田
氏
の
「
何
で
も

嬉
し
い
時
に
は
毎
に
さ
う
謂
っ
た
…
」
例
に
な
ろ
う
。

 
狂
言
資
料
か
ら
引
用
し
た
三
例
は
、
「
比
丘
貞
」
の
詞
章
か
ら
引
用
し
た
も

の
で
、
こ
の
保
教
本
と
隠
女
川
本
の
そ
れ
は
人
に
対
す
る
お
礼
の
言
葉
と
し
て

用
い
た
「
め
で
た
い
」
の
例
で
、
成
人
し
た
子
(
か
な
磨
落
t
、
鋭
太
郎
)
の
親
(
ア

ド
)
が
、
烏
帽
子
親
で
あ
る
老
尼
(
シ
テ
)
か
ら
、
祝
い
の
酒
を
さ
さ
れ
る
場

面
で
あ
る
。
虎
寛
本
に
は
、
老
尼
か
ら
親
が
酒
を
さ
さ
れ
る
場
面
が
な
い
た
め
、

庵
太
郎
が
酒
を
さ
さ
れ
る
場
面
を
引
用
し
た
。
鷺
伝
右
衛
門
派
保
教
本
、
名
女

川
本
の
詞
章
で
は
、
老
尼
か
ら
酒
を
す
す
め
ら
れ
る
際
に
、
親
が
「
目
出
度
う

御
座
る
」
と
お
礼
を
述
べ
て
い
る
。

 
「
比
丘
貞
」
で
祝
福
さ
れ
る
べ
き
は
、
成
人
を
迎
え
た
子
や
そ
の
親
で
あ
る
。

虎
寛
本
の
例
の
よ
う
に
、
老
尼
が
子
に
対
し
て
「
目
出
度
う
」
と
述
べ
て
い
る

例
は
、
祝
福
さ
れ
る
べ
き
相
手
に
対
し
て
、
「
よ
か
っ
た
な
あ
」
と
ね
ぎ
ら
い

の
言
葉
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
お
礼
の
言
葉
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

保
教
本
、
名
女
川
本
の
詞
章
で
親
が
「
目
出
度
う
御
座
る
」
と
述
べ
て
い
る
の

は
、
老
尼
を
祝
福
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
訴
訟
と
恩
賞
に
つ
い
て
の
問
答
の

例
と
同
様
、
老
尼
に
酒
を
す
す
め
ら
れ
た
、
そ
の
有
り
得
な
い
よ
う
な
幸
運
ゆ

え
に
貴
く
、
感
謝
す
べ
き
こ
と
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
「
め
で
た
い
」
か
、
或

い
は
も
っ
と
簡
素
な
お
礼
の
言
葉
(
現
代
の
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の

よ
う
な
も
の
)
と
し
て
捉
え
た
方
が
、
文
脈
や
内
容
に
沿
う
の
で
は
な
い
か
。

 
筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
室
町
～
江
戸
時
代
の
資
料
に
謝
意
を
表
す
「
め

で
た
い
」
を
使
っ
た
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
幼
児
語
「
め
ん
た
し
」
の
存

在
が
、
謝
意
を
表
す
「
め
で
た
い
」
が
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
っ
て
の

名
残
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
有
難
い
」
や
「
添
い
」
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ

た
時
代
の
謝
意
の
言
葉
は
「
め
で
た
い
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
「
添
い
」
よ
り
も
以
前
に
「
め
で
た
い
」
が
謝
意
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
鷺
流
の
「
漂
い
」
↓
「
め
で
た
い
」
の
移
行
は
、
語
彙
史

的
変
遷
に
逆
行
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
謝
意
を

表
わ
す
「
め
で
た
い
」
を
擬
古
語
用
磨
翌
ﾆ
考
え
れ
ば
、
語
彙
史
的
変
遷
に
逆
行

す
る
姿
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
亀
井
孝
氏
の
説
を
次
に
引
用
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

狂
言
は
江
戸
の
初
期
今
だ
な
ほ
極
め
て
流
動
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
詞
章
を

時
代
に
沿
う
て
崩
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
お
り
ゃ
る
」
と
「
お

ち
ゃ
る
」
と
に
お
け
る
関
係
の
ご
と
き
例
が
、
ほ
か
に
も
あ
る
な
ら
ば
、

元
禄
時
代
以
後
に
お
い
て
、
現
行
の
狂
言
の
原
形
は
、
そ
の
表
現
に
擬
古

的
な
粉
飾
を
施
し
、
そ
の
結
果
復
古
的
な
特
殊
な
雅
致
の
あ
る
狂
言
固
有

の
文
芸
様
式
を
後
世
完
成
し
た

(
亀
井
孝
「
狂
言
の
言
葉
」
、
『
新
修
能
楽
全
書
』
第
五
巻
 
一
九
四
四
年
)

 
亀
井
氏
は
、
虎
明
暗
よ
り
成
立
時
期
が
後
の
虎
寛
本
に
お
い
て
、
発
生
の
新

し
い
「
お
ち
ゃ
る
」
を
廃
し
、
古
い
方
の
「
お
り
ゃ
る
」
を
残
し
て
い
る
事
実

に
着
目
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
文
献
に
見
ら
れ
る
「
お
ち
ゃ
る
」
、
「
お
り
ゃ
る
」

の
関
係
は
、
当
時
の
話
し
言
葉
の
語
彙
史
的
変
遷
に
逆
行
す
る
よ
う
な
姿
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
見
方
を
、
謝
意
を
表
わ
す
言
葉
の
問
題
に
援
用
し
、
謝
意
を

目
指
し
て
選
択
さ
れ
た
擬
古
語
と
考
え
た
い
。
擬
古
語
「
め
で
た
い
」
を
用
い

た
今
の
場
面
で
は
、
一
般
的
な
話
し
言
葉
と
同
様
の
「
勢
い
」
、
「
有
難
い
」
を

使
う
よ
り
も
、
観
客
を
よ
り
演
技
に
注
目
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
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複
雑
な
言
語
的
様
相
を
持
つ
鷺
伝
右
衛
門
派
保
教
本
は
、
敬
意
度
の
高
低
な
ど

の
複
雑
な
待
遇
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
適
し
た
謝
意
を
選
択
し

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
聖
女
川
本
に
お
い
て
も
そ
う
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
保
教
本
の
多
様
な
語
の
使
い
分
け
は
、
米
田
氏
の
「
大
蔵
流
な
ど

の
狂
言
詞
章
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
固
定
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
状
況
に
あ
る
の

に
対
し
て
、
鷺
流
で
は
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
と
推

測
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
に
適
合
す
る
。

 
保
教
本
は
、
狂
言
の
言
葉
が
室
町
時
代
の
言
語
様
相
か
ら
江
戸
時
代
の
言
語

様
相
に
転
換
す
る
時
期
に
成
立
し
た
狂
言
台
本
で
あ
る
。
そ
の
後
に
成
立
し
た

鷺
流
の
狂
言
台
本
が
、
保
教
本
の
流
れ
を
汲
み
、
「
め
で
た
い
」
の
よ
う
に
後
々

ま
で
固
定
、
伝
承
し
て
い
っ
た
、
流
派
を
越
え
た
表
現
の
採
用
も
あ
れ
ば
、
「
あ

ら
け
な
い
」
に
見
た
よ
う
に
、
狂
言
師
の
性
格
や
事
情
、
観
客
層
の
考
慮
な
ど

で
、
独
自
に
取
り
入
れ
伝
承
し
て
い
っ
た
等
々
、
流
派
に
よ
っ
て
異
な
る
表
現

を
採
用
し
て
い
る
面
も
見
出
さ
れ
る
。

指
し
た
面
も
見
ら
れ
、
固
定
と
変
化
を
繰
り
返
し
て
き
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。

そ
こ
に
は
、
隆
盛
を
極
め
た
江
戸
時
代
の
鷺
流
狂
言
と
、
明
治
以
降
、
衰
退
の

一
途
を
辿
っ
た
鷺
流
狂
言
の
性
格
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

 
狂
言
の
隆
盛
を
極
め
た
三
流
、
大
蔵
、
鷺
、
和
泉
が
競
合
し
て
い
た
江
戸
時

代
に
お
い
て
は
、
鷺
流
は
、
他
流
と
一
線
を
画
し
、
鷺
流
狂
言
の
確
立
を
目
指

し
て
、
一
般
大
衆
向
け
に
卑
俗
な
言
葉
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
一
方
で
は
、
武
家

を
相
手
に
演
ず
る
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
て
雅
致
的
な
表
現
を
含
め
た
多
角
的

な
狂
言
を
演
じ
て
い
た
の
が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
後
ろ
盾
を
失
い
、
衰
退
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
近
代
の
鷺
流
は
、
鷺
流
狂
言
の
確
立
と
い
う
江
戸
時
代
ま

で
の
姿
勢
か
ら
、
そ
の
地
方
の
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
な
ん
と
し
て
も
鷺
流

狂
言
を
残
存
さ
せ
る
と
い
う
姿
勢
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
狂
言
の
詞
章
に
そ
の
地
方
の
方
言
(
あ
ら
け
な
い
)
を
取
り
入
れ
る
と
い

う
表
現
方
磨
翌
ﾍ
、
民
衆
と
の
距
離
を
縮
め
、
鷺
流
狂
言
を
定
着
さ
せ
る
と
い
う

目
的
の
た
め
に
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
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三
、
む
す
び
に
か
え
て

 
各
流
儀
の
狂
言
詞
章
が
古
典
劇
化
し
て
い
く
中
で
、
鷺
流
狂
言
の
場
合
、
伝

承
を
重
要
視
し
な
が
ら
も
、
成
立
時
代
の
話
し
言
葉
を
狂
言
の
舞
台
語
と
し
て

柔
軟
に
取
り
入
れ
て
い
く
姿
勢
は
、
本
研
究
の
冒
頭
で
米
田
氏
の
論
考
を
引
用

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
加

え
る
に
、
本
研
究
に
は
次
の
よ
う
な
新
見
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
鷺
流
は
「
め
で

た
い
」
の
よ
う
な
、
擬
古
語
を
用
い
て
古
典
劇
化
を
図
る
一
方
で
、
「
あ
ら
け

な
い
」
の
よ
う
に
、
方
言
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
を
取
り
入
れ
た
り
し
て
、
固
定

と
伝
承
と
い
う
目
的
よ
り
も
、
そ
こ
に
は
観
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
目

注
1

注
2

出
典
は
米
田
達
郎
「
鷺
流
狂
言
詞
章
保
教
本
の
対
称
代
名
詞
に
つ
い
て

ー
オ
マ
エ
を
中
心
に
一
」
『
国
語
と
国
文
学
』
八
十
一
号
 
二
〇
〇
四

年
【
参
考
文
献
】

冒
頭
に
訴
訟
と
恩
賞
に
つ
い
て
の
問
答
が
展
開
さ
れ
る
「
麻
生
」
、

間
川
」
、
「
鬼
瓦
」
、
「
膓
盗
人
(
鷹
大
名
)
」
、
「
墨
塗
り
」
の
五
曲
。

狂
言
資
料

〔
鷺
流
〕

「
入



延
宝
忠
政
本
 
田
口
和
夫
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
、
忠
政
本
』
翻
刻
、
解
題
」
『
能
、

 
 
 
 
 
狂
言
研
究
』
三
弥
井
研
究
叢
書
 
一
九
九
七
年

安
永
森
藤
左
衛
門
本
 
謡
曲
文
庫
第
八
巻
『
狂
言
篇
』
上
、
中
 
謡
曲
文
庫
刊

 
 
 
 
 
行
会
 
一
九
二
八
年
 
『
山
口
鷺
流
狂
言
資
料
集
成
 
本
狂
言
謡
』

 
 
 
 
 
一
、
二
 
山
口
市
教
育
委
員
会
 
二
〇
〇
一
年

享
保
保
教
本
 
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
六
十
巻
『
鷺
流
狂
言
傳
書

 
 
 
 
 
 
保
教
本
』
一
～
四
 
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委

 
 
 
 
 
員
会
 
一
九
八
四
年

宝
暦
名
女
川
本
 
北
川
忠
彦
「
翻
刻
鷺
流
狂
言
『
宝
暦
名
女
川
本
』
一
～
六
」

〔
大
蔵
流
〕

忌
明
本
 
池
田
廣
司
、
北
原
保
雄
『
大
蔵
虎
正
本
狂
言
集
の
研
究
 
本
分
篇
上
』

 
 
 
 
 
表
現
社
 
一
九
七
二
年

虎
寛
本
 
『
能
狂
言
』
上
～
下
 
岩
波
書
店
 
一
九
四
二
年

〔
和
泉
流
〕

天
理
本
 
北
原
保
雄
、
小
林
賢
次
『
狂
言
六
義
全
注
』
 
勉
誠
社
 
一
九
九
一

 
 
 
 
 
年

そ
の
他
引
用
し
た
資
料

米
田
達
郎
「
鷺
流
狂
言
詞
章
保
教
本
の
対
称
代
名
詞
に
つ
い
て
 
ー
オ
マ
エ
を

 
中
心
に
一
」
 
『
国
語
と
国
文
学
』
八
十
一
号
 
二
〇
〇
四
年

土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
 
岩
波
書
店
 
一
九

 
八
○
年

武
藤
禎
夫
、
岡
雅
彦
編
『
噺
本
大
系
 
第
二
巻
』
東
京
堂
出
版
 
一
九
七
六

 
年

日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
/
か
げ
ろ
ふ
日
記
/
和
泉
式
部
日
記
/
更
級

 
日
記
』
 
岩
波
書
店
 
一
九
五
七
年

日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
 
＝
岩
波
書
店
 
一
九
五
八
年

『
全
国
方
言
大
辞
典
』
小
学
館
 
一
九
九
〇
年

荻
野
千
砂
子
「
お
礼
の
言
葉
『
あ
り
が
た
い
』
に
つ
い
て
」
『
語
文
研
究
 
第

 
九
十
八
号
』
九
州
大
学
文
学
部
日
本
語
学
日
本
文
学
研
究
室
 
二
〇
〇
四
年

柳
田
国
男
「
毎
日
の
言
葉
」
ち
く
ま
文
庫
『
柳
田
国
男
全
集
』
筑
摩
書
房
 
一

 
九
八
九
年

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
梁
塵
秘
抄
・
閑
吟
集
・
狂
言
歌
謡
』
岩
波
書
店
 
一

 
九
九
三
年

前
田
勇
編
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
東
京
堂
出
版
 
一
九
六
六
年

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
田
出
雲
・
並
木
翻
転
浄
瑠
璃
集
』
岩
波
書
店
 
一

 
九
九
〇
年

亀
井
孝
「
狂
言
の
言
葉
」
『
新
修
能
楽
全
書
』
第
五
巻
 
創
元
社
 
一
九
五
三

 
年

〔
付
記
〕

 
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る

口
頭
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
及
び
、
発
表
後
に
諸
先
生
方
か
ら

貴
重
な
ご
指
導
、
ご
意
見
を
多
く
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
御
礼
申
し

上
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
た
か
む
ら
・
ま
さ
と
)
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