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も
ど
か
し
小
考

士
口

田

光

浩

は
じ
め
に

「
〔
あ
な
た
（
道
綱
）
が
〕
た
だ
い
と
か
く
悪
し
き
も
の
し
て
物
を
ま
ゐ
れ
ば
、

い
と
い
た
く
や
せ
給
ふ
を
見
る
な
ん
、

い
と
い
み
じ
き
。
か

た
ち
異
に
で
も
、
京
に
あ
る
人
こ
そ
は
と
思
へ
ど
、
そ
れ
な
ん
い
と
も
ど
か
し
う
見
ゆ
る
こ
と
な
れ
ば
、
か
く
か
く
思
ふ
」

（
か
げ
ろ
ふ
日
記
・
中
・
天
禄
二
年
六
月
）

右
は
、
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
い
わ
ゆ
る
鳴
滝
参
龍
の
記
事
に
見
え
る
一
節
で
あ
る
。
夫
兼
家
の
夜
離
れ
を
嘆
い
て
、
道
綱
を
連
れ
、
山
寺
に

龍
も
っ
た
作
者
で
あ
っ
た
が
、
慣
れ
な
い
山
の
食
事
に
痩
せ
細
っ
た
我
が
子
を
見
て
、
出
家
を
思
い
な
が
ら
も
思
案
に
暮
れ
る
場
面
で
あ
る
。

（山伍

1
）

「
京
に
あ
る
人
」
に
つ
い
て
は
、
兼
家
と
す
る
見
方
で
、
ほ
ほ
問
題
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
も
ど
か
し
う
」
の
解
釈
を
巡
っ
て
は
、

諸
説
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
細
部
に
お
い
て
異
な
る
も
の
の
、
大
き
く
は
、
以
下
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
方
向
性
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
自
分
が
尼
に
な
っ
て
も
、
兼
家
は
、
息
子
の
道
綱
を
見
捨
て
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
は
思
う
が
、
そ
れ
も
「
人

ま
か
せ
と
な
っ
て
安
心
で
き
な
い
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
蛸
蛤
日
記
』
）
、
す
な
わ
ち
夫
兼
家
が
「
あ
て
に
な
ら
な
い
・
期
待
で
き
な
い
」
と

も
ど
か
し
小
考

_.L. 

ノ、



六
四

（注
2

）

す
る
解
釈
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
夫
を
恨
み
、
子
ど
も
を
見
捨
て
て
妻
が
軽
々
し
く
出
家
す
る
こ
と
は
「
非
難
の
的
と
な
る

（
非
難
に
当

た
る
）
」
こ
と
と
し
て
モ
ド
カ
シ
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
見
方
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
婿
蛤
日
記
』
等
）

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
上
記
の
例
を
手
が
か
り
と
し
て
、

モ
ド
カ
シ
の
語
義
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
小
考
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
用
例

に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
に
掲
げ
た
参
考
文
献
に
よ
る
が
、
表
記
に
つ
い
て
は
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、
適
宜
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
ず
、

モ
ド
カ
シ
に
つ
い
て
、
現
行
の
比
較
的
規
模
の
大
き
い
古
語
辞
典
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）

で
は
、
次
の
二
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（
用
例
省
略
）
。

①
非
難
さ
れ
る
さ
ま

②
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
心
が
い
ら
い
ら
す
る
さ
ま
。
気
掛
か
り
だ
。
じ
れ
っ
た
い
。

こ
の
う
ち
、
「
①
非
難
さ
れ
る
さ
ま
」
は
、
「
非
難
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
、
状
態
的
意
味
で
あ
り
、
②
は
「
心
が
い
ら
い
ら

す
る
」
と
の
説
明
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
情
意
的
意
味
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。

（注
3

）

項
目
が
見
ら
れ
る
が
、
①
に
相
当
す
る
項
目
に
は
「
な
げ
か
わ
し
い
」
の
他
、
評
価
的
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
よ
く
な
い
」
意
が
加
え
ら

一
方
、
「
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の

れ
て
お
り
、
②
に
相
当
す
る
項
目
に
は
「
気
掛
か
り
だ
」
に
代
わ
っ
て
「
は
が
ゆ
い
」
意
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第

で
は
、
②
に
相
当
す
る
項
目
は
、
ほ
ぽ
「
古
語
大
辞
典
』
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
が
、
①
に
相
当
す
る
項
目
に
「
気
に
く
わ
な
い
」
意

版
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
状
態
的
意
味
を
示
す
項
目
に
情
意
的
な
側
面
を
も
っ
意
味
が
加
え
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
な
お
、
「
古
語
大
辞
典
』
の

②
の
項
目
に
は
、
冒
頭
の
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
一
節
が
用
例
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
ふ
た
つ
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
②
の
情
意



的
意
味
を
、
こ
の
場
合
の
解
釈
と
し
て
積
極
的
に
採
用
す
る
立
場
を
と
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
取
り
あ
げ
る
べ
き
辞
書
は
多
く
あ
る
が
、
お
お
む
ね
に
お
い
て
、
モ
ド
カ
シ
に
は
「
非
難
さ
れ
る
べ
き
状
態
で
あ
る
」
意
（
状

態
的
意
味
）
と
「
心
が
い
ら
い
ら
す
る
」
意
（
情
意
的
意
味
）
の
あ
る
こ
と
が
、
各
辞
書
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
辞
書
の
記
述
を
参
考
に
、
冒
頭
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
前
者
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
「
あ
て
に
な
ら

な
い
」
意
は
見
当
た
ら
ず
、
後
者
の
解
釈
「
非
難
に
当
た
る
」
意
に
相
当
す
る
項
目
は
、
い
ず
れ
の
辞
書
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

後
者
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
注
釈
で
は
、
や
は
り
後
者
の
立
場
を
と
る
も
の
が
比
較
的
多

く
、
そ
の
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
面
は
、
母
親
が
我
が
子
を
前
に
し
て
、
そ
の
子
の
将
来
を
案
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
出
家
に
踏
み
切
れ
ず
、
思
案
に
暮

れ
る
心
情
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
の
解
釈
は
、
妻
が
夫
を
恨
み
子
供
を
捨
て
て
出
家
す
る
こ
と
自
体
が
、
社
会
的
に
「
非

難
」
を
受
け
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
家
を
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
気
持
ち
を
我
が
子
に
問
わ
ず
語
り
に
語
る
と
き
に
、
自
身
の
社
会
的
な

立
場
を
考
慮
し
て
思
案
に
暮
れ
る
と
い
う
の
は
、
適
切
な
解
釈
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
「
源
氏
物
語
』

帝
木
巻
、

い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
さ
だ
め
」
で
左
馬
頭
が
語
る
、
夫
を
恨
ん
で
尼
に
な
り
、
後
悔
を
し
た
女
の
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
こ
の
場
合
、
文
脈
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
息
子
道
綱
の
行
く
末
に
つ
い
て
の
懸
念
で
あ
る
。
当
然
そ
の
言
葉
の
背
後
に
は
、
兼

家
に
対
す
る
不
信
が
あ
り
、
夫
へ
の
不
満
を
子
供
の
将
来
の
問
題
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
我
が
子
に
語
る
母
親
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
身
の
社
会
的
な
立
場
に
つ
い
て
考
慮
を
は
た
ら
か
せ
る
余
地
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

」
の
よ
う
に
、
「
安
心
で
き
な
い

（
あ
て
に
な
ら
な
い
・
期
待
で
き
な
い
こ
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
文
脈
的
に
は
問
題
は
な
い
が
、
辞

書
に
は
直
接
こ
の
意
味
に
相
当
す
る
項
目
が
な
く
、
後
者
の
解
釈
「
非
難
に
当
た
る
」
に
つ
い
て
は
、
辞
書
の
記
述
に
合
致
は
す
る
が
、
文
脈

上
の
流
れ
か
ら
い
っ
て
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
モ
ド
カ
シ
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
語
義
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
冒

も
ど
か
し
小
考

六
五



ムハムハ

頭
例
に
つ
い
て
、
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

モ
ド
カ
シ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
形
・
語
義
の
両
面
に
お
い
て
、
動
調
モ
ド
ク
か
ら
派
生
し
た
形
容
調
と
考
え
て
問
題
は
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
モ
ド
ク
に
つ
い
て
は
、
「
モ
ド
ク
と
モ
ド
ス
は
、
そ
の
ま
ま
か
え
す
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
」
（
大
野
晋
「
日
本
語
の
年
輪
』
）

と
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
、
「
大
言
海
』
に
「
戻
る
ノ
他
動
」
、
ま
た
「
モ
ド
ル

（戻）

の
他
動
的
動
詞
モ
ド
ク

抵
梧
ご
（
吉
田
金
彦
「
語
源

辞
典
｜
形
容
詞
編
｜
」
）
と
の
記
述
も
見
ら
れ
、

モ
ド
ク
は
モ
ド
ル
と
語
根
を
共
有
す
る
と
い
う
見
方
で
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

動
調
モ
ド
ク
は
、
語
構
成
の
点
か
ら
考
え
て
、
比
較
的
早
く
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て
、
上
代
語

と
し
て
の
確
例
は
見
い
だ
し
得
な
い
。
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
『
万
葉
集
』
の
「
大
宰
帥
大
伴
卿
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首
」
に
あ
る
次
の
歌

の
一
訓
法
に
動
詞
モ
ド
ク
一
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

あ
な
み
に
く
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
で
人
を
嬰
見
者
猿
に
か
も
似
る

（
万
葉
集
・
巻
第
三
・
三
四
一
二
）

「
婁
見
者
」
の
訓
に
つ
い
て
は
、
「
に
く
む
は
」
、
あ
る
い
は
「
よ
く
み
ば
」
「
よ
く
み
れ
ば
」
な
ど
異
同
の
激
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
神
田
本
・

京
大
本
・
類
衆
古
集
で
は
「
も
と
く
は
」
と
の
訓
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
婁
」
字
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
『
新
撰
字
鏡
」
『
類
緊
名
義
抄
』
等

に
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
世
の
『
温
故
知
新
書
』
お
よ
び
「
塵
芥
』
等
に
は
、
そ
の
異
体
字
「
就
に
に
モ
ト
ク
の
訓
が
見
い
だ
さ
れ
、
先

行
す
る
資
料
に
お
い
て
「
襲
」
が
「
モ
ド
ク
」
と
読
ま
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
万
葉
集
」
の
こ
の
訓
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
上
代
の
モ
ド
ク
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
確
例
と
す
る
に
は
な
お
考
察
す
べ
き
点
を
残
し
て
お

り
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

モ
ド
ク
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
上
代
の
確
か
な
例
は
見
当

た
ら
ず
、
書
紀
古
訓
や
『
日
本
霊
異
記
』
の
訓
釈
の
他
、
管
見
の
限
り
中
古
初
期
の
訓
点
資
料
に
も
見
い
だ
し
得
な
い
。
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
、



中
古
以
降
の
次
の
よ
う
な
和
文
資
料
に
散
見
す
る
例
を
待
つ
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
あ
は
れ
、
今
様
は
、
女
も
数
珠
ひ
き
さ
げ
、
経
ひ
き
さ
げ
ぬ
な
し
」
と
聞
き
し
時
、
ア
め
な
、
ま
さ
り
顔
な
。
さ
る
者
ぞ
や
も
め
に
な

る

て

ふ

」

な

ど

も

ど

き

し

心

は

い

づ

ち

か

ゆ

き

け

む

。

（

か

げ

ろ

ふ

日

記

・

天

禄

二

年

四

月

）

こ
の
七
歳
な
る
子
、
父
を
も
ど
き
て
、
高
麗
人
と
書
作
り
交
は
し
け
れ
ば
、
お
ほ
や
け
に
聞
こ
し
め
し
て
、

う
つ
ほ
物
語
・
俊
蔭
）

前
者
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
モ
ド
ク
は
「
非
難
す
る
」
意
の
例
で
あ
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
場
合
は
、
「
ま
ね
る
」
意
の
例
で
あ
る
。

¥t、
ず

れ
も
モ
ド
ク
が
和
丈
に
用
い
ら
れ
た
、
比
較
的
早
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
に
よ
り
、

モ
ド
ク
に
は
、
基
本
的
に
次
の
よ
う
な
二
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

①
他
に
反
発
し
て
逆
ら
う
。
ま
た
、
他
を
非
難
す
る
。

②
他
を
ま
ね
る
。

（
角
川
古
語
大
辞
典
）

」
の
両
義
に
は
、

（注
4）

一
見
、
懸
隔
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
他
人
の
行
為
を
捉
え
て
、
み
ず
か
ら
た
ど
り
示
す

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
の
行
為
を
見
て
、
「
自
分
だ
っ
た
ら
そ
の
よ
う
に
は
し
な
い

（
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
、
具

体
的
な
行
為
と
し
て
示
し
て
み
せ
る
こ
と
が
「
真
似
る
」
意
と
な
り
、
そ
れ
を
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
が
「
非
難
す
る
」
意
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
動
作
を
伴
う
行
為
と
言
語
行
為
と
の
相
違
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
動
調
モ
ド
ク
に
は
ふ
た
つ
の
語
義
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
動
詞
の
場
合
と
同
じ
く
、
中
古
以
降
に
な
っ
て
用
例
を
拾

う
こ
と
の
で
き
る
形
容
詞
モ
ド
カ
シ
を
派
生
す
る
際
に
、
均
等
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
真
似
を
す
る

意
が
、
形
容
調
『
も
ど
か
し
』
と
関
連
す
る
こ
と
は
な
く
」
、
も
っ
ぱ
ら
「
非
難
す
る
」
意
が
形
容
調
の
意
と
関
連
し
て
い
る
と
の
指
摘
（
松
浦

照
子
「
も
ど
か
し
」
〈
『
講
座
日
本
語
の
語
葉
」
第
十
一
巻
所
収
〉
）
が
あ
り
、
同
論
考
で
は
、
そ
の
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
動

（注
5

）

詞
モ
ド
ク
の
「
非
難
す
る
」
意
が
「
ま
ね
る
」
意
よ
り
も
優
勢
に
用
い
ら
れ
た
点
に
も
と
め
ら
れ
る
。
実
際
に
中
古
に
使
用
さ
れ
た
モ
ド
ク
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
と
、
圧
倒
的
に
「
非
難
す
る
」
意
の
も
の
が
多
く
、
「
ま
ね
る
」
意
の
も
の
は
、
例
外
的
に
見
い

も
ど
か
し
小
考

六
七



一、T
、、

」
ノ
ー
’
／

だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
派
生
も
と
の
語
の
使
用
状
況
」
に
基
づ
く
説
明
は
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

（注
6
）

（

注

7
）

後
世
の
芸
能
に
お
け
る
「
も
ど
き
」
の
例
や
接
辞
的
用
法
で
あ
る
「
梅
も
ど
き
」
等
の
例
も
あ
る
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
い
て
も
モ
ド
ク
の

「
ま
ね
る
」
意
を
継
承
す
る
例
が
容
易
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
に
も
も
と
め

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
動
詞
か
ら
形
容
詞
が
派
生
す
る
場
合
に
は
、
意
味
の
レ
ベ
ル
で
作
用
的
意
味
が
状
態
的
意
味
に
変
換
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
意
味
が
状
態
化
し
や
す
い
か
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
意
味
変
化
の
し
や
す
さ
」
に
つ
い
て
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
行
為
と
し
て
「
ま
ね
る
」
意
と
言
葉
で
「
非
難
す
る
」
意
で
あ
る
が
、
行
為
と
し

て
た
ど
り
示
す
意
は
、
具
体
的
な
動
き
を
伴
い
、
多
分
に
作
用
性
が
強
く
、
形
容
詞
の
意
味
と
し
て
不
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

方

「
『
自
分
だ
っ
た
ら
そ
の
よ
う
に
は
し
な
い
」
と
口
に
出
し
て
言
う
」
意
は
、
言
語
活
動
を
伴
う
と
は
い
え
、
比
較
的
作
用
性
の
側
面
が
弱
く
、

も
と
も
と
状
態
化
し
や
す
い
条
件
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
形
容
調
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
非
難
す
べ
き
（
し
た
く
な
る
）
状
態
で
あ
る
」

意
と
し
て
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
動
調
モ
ド
ク
の
「
ま
ね
る
」
意
が
形
容
詞
モ
ド
カ
シ
に
伝
わ
ら
ず
、
「
非
難
す
る
」
意
の

み
が
形
容
詞
に
伝
え
ら
れ
た
理
由
に
は
、
そ
の
使
用
状
況
以
外
に
、
こ
の
よ
う
な
「
意
味
変
化
の
し
や
す
さ
」
に
も
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ド
ク
・
モ
ド
カ
シ
は
、

い
ず
れ
も
中
古
に
な
っ
て
か
ら
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
中
古
形
容
詞
と
し
て

の
モ
ド
カ
シ
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
動
調
モ
ド
ク
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
非
難
す
べ
き
（
状
態
で
あ
る
と
意
を
基

本
的
に
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



か
ど
か
ど

（
仲
忠
は
）
か
た
ち
よ
り
始
め
、
交
じ
ら
ひ
た
る
様
な
ど
、
も
ど
か
し
き
所
な
く
、
才
々
し
く
、
目
も
及
ぱ
ず
す
ぐ
れ
出
で
た
れ
ば
、

（
う
つ
ほ
物
語
・
俊
蔭
）

（
紫
上
は
）
す
べ
て
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
も
ど
か
し
く
た
ど
た
ど
し
き
こ
と
ま
じ
ら
ず
、
あ
り
が
た
き
人
の
御
さ
ま
な
れ
ば
、

（
源
氏
物
語
・
若
菜
下
）

し
か
し
な
が
ら
、
中
古
の
モ
ド
カ
シ
の
例
の
な
か
に
は
こ
の
よ
う
な
状
態
的
意
味
に
留
ま
ら
ず
、
多
分
に
情
意
的
な
意
味
を
伴
っ
て
用
い
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

形
容
詞
モ
ド
カ
シ
に
伴
う
情
意
的
な
意
味
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
「
苛
立
た
し
さ
」

を
伴
う
場
合
で
あ
る
。

げ
に
、
ょ
に
思
へ
ば
、
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
人
の
御
宿
世
ぞ
か
し
と
、
尼
君
を
も
ど
か
し
と
見
つ
る
子
ど
も
み
な
う
ち
し
ほ
た
れ
け
り
。

（
源
氏
物
語
・
夕
顔
）

「
（
伊
周
殿
は
）
た
だ
今
は
い
と
か
か
ら
で
も
と
、
知
ら
ず
顔
に
で
も
ま
づ
御
忌
の
程
は
過
さ
せ
給
へ
か
し
」
と
、
も
ど
か
し
う
聞
こ
え
思

ふ
人
々
あ
る
べ
し
。

（
栄
花
物
語
・
巻
第
四
・
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）

こ
れ
ら
の
例
は
、

い
ず
れ
も
非
難
す
べ
き
状
態
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
契
機
と
し
て
一
種
の
苛
立
ち

が
生
じ
、
情
意
的
な
意
味
の
生
ず
る
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
状
態
と
情
意
と
の
聞
に
緊
密
な
論
理
的
関
係
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
対
象
の
観
察
か
ら
読
み
と
れ
る
非
難
す
べ
き
状
態
を
契
機
と
し
て
、
非
難
す
る
者
の
心
に
あ
る
種
の
感
情
（
苛
立
た
し
さ
）
が
生
ま
れ
る

と
い
う
契
機
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
感
情
を
表
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
る
場
合
は
、
も
は
や
状
態
的

意
味
で
は
な
く
「
じ
れ
っ
た
い
・
は
が
ゆ
い
」
等
の
情
意
的
意
味
の
例
と
し
て
、
や
が
て
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
中
古
の
段
階
で

（注
8）

は
、
そ
の
よ
う
な
情
意
的
意
味
を
比
較
的
強
く
伴
う
次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
「
非
難
す
べ
き
状
態
で
あ
る
」
意
と
し
て
解
釈
が

可
能
で
あ
り
、
情
意
的
意
味
（
じ
れ
っ
た
い
・
歯
が
ゆ
い
）
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
例
が
現
れ
る
前
段
階
に
あ
る
と
言
え
る
。

も
ど
か
し
小
考

六
九



七
0 

我
な
が
ら
さ
も
も
ど
か
し
き
心
か
な
思
は
ぬ
人
は
な
に
か
恋
し
き

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

（
狭
衣
は
）
か
か
る
思
ひ
し
重
な
り
ぬ
れ
ば
、
浅
ま
し
く
胸
苦
し
き
に
、
さ
り
と
て
、
た
ち
ま
ち
に
上
の
御
心
に
従
ふ
べ
き
心
地
も
せ
ず
。

「
さ
て
こ
の
ま
ま
に
て
や
み
な
ん
」
と
も
お
ぼ
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
乱
れ
ま
さ
り
ぬ
る
心
の
う
ち
、
我
に
も
あ
ら
ず
も
ど
か
し
き
こ
と
限
り

h
H
F
7
ν

。

（
狭
衣
物
語
・
巻
二
）

こ
の
よ
う
に
、
中
古
の
モ
ド
カ
シ
は
、
「
非
難
す
べ
き
（
し
た
く
な
る
）
状
態
で
あ
る
」
意
を
基
本
と
し
つ
つ
、
「
は
が
ゆ
い
・
じ
れ
っ
た
い
」

等
の
苛
立
た
し
さ
や
焦
燥
感
ゲ
乞
伴
う
情
意
的
意
味
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
少
な
く
と
も
も
う
一
つ
、
別
の
方

向
性
を
も
っ
情
意
的
意
味
を
伴
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
男
が
女
を
）
「
あ
な
聞
き
に
く
や
」
と
て
勿
し
て
走
り
打
ち
た
れ
ば
、
「
そ
よ
、
そ
の
な
げ
き
の
森
の
も
ど
か
し
け
れ
ば
ぞ
か
し
」
な
ど
、

ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
は
、

か
た
み
に
い
た
し
な
ど
思
ふ
ベ
か
め
り
。

（
堤
中
納
言
物
語
・
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
）

こ
こ
は
、
あ
る
貴
族
に
仕
え
る
小
舎
人
童
と
そ
れ
と
同
等
の
・
身
分
の
女
と
の
や
り
と
り
を
描
い
た
一
節
で
あ
る
。
小
舎
人
童
は
女
に
歌
を
読
み

か
け
た
が
、
女
が
突
き
放
す
よ
う
な
内
容
の
歌
を
詠
ん
で
返
し
た
の
で
、
男
が
「
聞
き
づ
ら
い
こ
と
を
」
と
嘆
き
な
が
ら
走
っ
て
行
き
、
女
を

勿
で
打
つ
場
面
で
あ
る
。
「
な
げ
き
の
森
」
は
、
歌
枕
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
投
げ
木
」
、
す
な
わ
ち
坊
で
打
つ
こ
と
を
指
す
。
女
は
嘆
き

な
が
ら
勿
で
打
っ
た
男
の
こ
と
を
「
も
ど
か
し
け
れ
ば
ぞ
か
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
非
難
す
べ
き
だ
」
と
い
う
状
態
的

意
味
で
は
十
分
な
解
釈
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
「
そ
の
よ
う
に
嘆
き
な
が
ら
妨
で
打
つ
と
こ
ろ
が
嫌
な
の
よ
」
と
言
い
返

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
堤
中
納
言
物
語
」
の
該
当
個
所
頭
注
で
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
（
勿
で
打
つ
よ
う

な
）
な
げ
き
を
お
見
せ
に
な
る
の
が
い
や
な
の
だ
か
ら
（
あ
な
た
の
言
う
こ
と
な
ど
聞
か
れ
な
い
の
）

で
す
よ
」
と
あ
り
、

モ
ド
カ
シ
に
情
意

的
意
味
を
積
極
的
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
注
釈
が
見
受
け
ら
れ
る
。

中
世
以
前
の
辞
書
を
見
る
と
、

モ
ド
カ
シ
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
が
、

モ
ド
ク
に
つ
い
て
は
、
そ
の
幾
っ
か
に
関
係
す
る
記
述
が
認

め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
色
葉
字
類
抄
』
（
前
田
本
）
に
は
、

モ
ド
ク
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
同
黒
川
本
に
お
い
て
も
同
様



の
長嫌J記
也 J 述

談が
！同 室芳
人 ロ心、
也め

ら
れ
る

（
前
田
本
色
葉
字
類
抄
）

（注
9）

「
談
」
字
に
つ
い
て
は
、
観
智
院
本
『
類
緊
名
義
抄
」
に
も
、
「
談
げ
て
ト
ク
」
と
あ
る
が
、
「
嫌
」
字
に
つ
い
て
は
、
『
新
撰
字
鏡
」
に
お
い
て
、

モ
ド
ク
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
キ
ラ
フ
の
和
訓
が
見
え
る
。
「
談
」
字
に
つ
い
て
は
、

嫌

疑
也
支
良
不
」
（
天
治
本
）
と
あ
り
、

こ
の
語
が
「
口
に
出
し
て
言
う
」
意
を
表
す
と
こ
ろ
と
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
嫌
」
字
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、

ソ
ネ
ム
・
ネ
タ
ム
等
の
古
訓
が
見
ら
れ
、
こ
の
語
が
も
っ
情
意
的
意
味
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
、
上
記
『
堤
中
納
言
物

語
』
に
見
ら
れ
る
形
容
詞
モ
ド
カ
シ
の
語
義
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
様
に
相
手
に
対
し
て
、
気
に
入
ら
な
い
・
い
や
だ
と
思
う
情
意
的
意
味
を
伴
う
例
は
、
『
枕
草
子
』
に
も
見
え
る
。

「
こ
よ
な
き
な
ご
り
の
御
朝
寝
か
な
」
と
て
、
簾
の
う
ち
に
な
か
ら
入
り
た
れ
ば
、
「
露
よ
り
さ
き
な
る
人
の
も
ど
か
し
き
に
」
と
い
ふ
。

（
枕
草
子
・
第

三
六
段
）

男
は

（
女
に
）
、
う
た
て
思
ふ
さ
ま
な
ら
ず
、
も
ど
か
し
う
、
心
づ
き
な
き
こ
と
な
ど
あ
り
と
見
れ
ど
、
さ
し
む
か
ひ
た
る
程
は
、
う
ち
す

か
し
て
思
は
ぬ
こ
と
を
も
い
ひ
頼
む
る
こ
そ
、
は
づ
か
し
き
わ
ざ
な
れ
。

（
枕
草
子
・
第
一
一
一
四
段
）

前
者
の
例
は
、

一
夜
を
共
に
過
ご
し
た
男
が
立
ち
去
っ
た
後
、
残
さ
れ
た
女
が
寝
て
い
る
と
こ
ろ
へ
別
の
男
が
や
っ
て
き
て
話
し
か
け
る
場
面

で
あ
る
。
「
露
よ
り
さ
き
な
る
人
」
は
、
「
朝
露
よ
り
も
早
く
帰
っ
た
人
」
の
意
。
名
調
形
モ
ド
カ
シ
サ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
モ
ド
カ

シ
サ
は
、
男
が
朝
露
よ
り
も
早
く
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
非
難
す
べ
き
状
態
」
を
契
機
と
し
て
生
ず
る
感
情
的
意
味
が
ふ
さ
わ
し
く
、
直

接
的
に
は
「
に
く
ら
し
さ
」
等
の
解
釈
が
あ
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
後
者
は
先
の
「
苛
立
た
し
さ
」
を
伴
う
情
意
的
な
「
じ
れ
っ

た
い
・
は
が
ゆ
い
」
意
、
あ
る
い
は
状
態
的
な
「
非
難
す
べ
き
で
あ
る
」
意
と
し
て
も
解
釈
は
可
能
で
あ
る
が
、
「
い
や
だ
」
等
の
嫌
悪
を
表
す

情
意
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

も
ど
か
し
小
考

七



七

以
上
の
よ
う
に
、
中
古
の
モ
ド
カ
シ
に
見
ら
れ
る
情
意
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
「
苛
立
た
し
さ
」
を
伴
う
も
の
と
、
「
嫌
悪
の
情
」

を
伴
う
も
の
の
、
一
一
つ
の
方
向
性
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
の
嫌
悪
の
情
を
伴
、
つ
例
は
、
多
く
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
情
意
的
意
味

を
伴
、
つ
例
の
多
く
は
「
苛
立
た
し
さ
」
を
表
す
も
の
に
偏
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
例
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
情
意
的
意
味
を
反
映
さ
せ
る
考
え
方
も
あ
り
得
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
現
在
、
広
く
採
用
さ
れ
て
い
な
い
理

由
は
、
注
釈
史
上
、
中
古
の
モ
ド
カ
シ
が
基
本
的
に
表
す
「
非
難
す
べ
き
状
態
で
あ
る
」
と
い
う
状
態
的
意
味
で
、
こ
の
例
を
解
釈
し
よ
う
と

す
る
見
方
が
有
力
と
な
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
一
節
に
見
ら
れ
る
例
を
手
が
か
り
に
、
中
古
の
モ
ド
カ
シ
の
語
義
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
論
じ
残
し
た
と

こ
ろ
は
多
い
が
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
①
モ
ド
ク
の
「
ま
ね
る
」
意
と
「
非
難
す
る
」
意
と
の
関
係
は
、
具
体

的
な
動
き
を
伴
う
行
為
と
言
語
行
為
と
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
②
中
古
の
モ
ド
カ
シ
は
「
非
難
す
べ
き
・
状
態
で
あ
る
」
意
（
状
態

的
意
味
）
を
基
本
と
す
る
が
、
同
時
に
そ
の
状
態
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
情
意
的
意
味
を
伴
う
場
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
③
そ
の
情
意
的
意
味

に
は
、
「
苛
立
た
し
さ
」
と
「
嫌
悪
の
情
」
と
の
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
冒
頭
例
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
る
と
、

モ
ド
カ
シ
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
中
古
の
段
階
に
お
い

て
「
非
難
す
べ
き
状
態
で
あ
る
」
意
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
、
多
分
に
情
意
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
よ

ぃ
。
心
理
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
作
者
か
ら
み
れ
ば
、
兼
家
は
、
夫
と
し
て
父
親
と
し
て
の
思
い
や
り
ゃ
自
覚
に
欠
け
る
と
非
難
し
た
く
な
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
そ
れ
な
む
い
と
も
ど
か
し
う
見
ゆ
る
こ
と
な
れ
ば
」
は
、
「
（
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
よ
も
や
あ
な
た
の
こ
と
を
見

捨
て
ま
い
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
）
そ
の
こ
と
す
ら
も
（
自
覚
が
な
い
と
非
難
し
た
く
な
る
）
じ
れ
っ
た
い
状
態
だ
か
ら
」
の
意
と
し
て
、

応



解
い
て
お
き
た
い
。
結
果
的
に
『
古
語
大
辞
典
』
の
解
釈
を
是
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
に
対
す
る
社
会
的
な
非
難
と
解
く

見
方
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（注
1
）
上
村
悦
子
編
『
崎
蛤
日
記
解
釈
大
成
』
第
五
巻
に
よ
れ
ば
、
「
か
た
ち
異
に
で
も
京
に
あ
る
人
」
を
、
出
家
し
な
が
ら
京
で
里
住
ま
い
を
し
て
（
い
る

人
）
の
意
と
す
る
解
釈
（
一
一
一
宅
清
著
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
抄
」
〈
著
者
蔵
版
〉
）
も
見
え
る
が
、
こ
の
解
釈
の
場
合
、
「
『
こ
そ
は
』
が
解
け
て
い
な
い
」
と

の
指
摘
（
崎
除
日
記
全
注
釈
）
も
あ
り
、
こ
こ
は
通
説
に
従
っ
て
お
く
。

（注
2
）
な
お
、
「
そ
れ
な
ん
」
の
「
そ
れ
」
を
作
者
と
共
に
道
綱
も
出
家
す
る
こ
と
と
し
、
将
来
あ
る
道
綱
を
巻
き
添
え
に
す
る
こ
と
は
「
非
難
に
値
す
る
」

意
と
し
て
モ
ド
カ
シ
を
解
く
見
方
（
『
鯖
蛤
日
記
全
注
釈
』
）
も
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
道
網
ま
で
も
出
家
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
唐

突
で
あ
り
、
従
え
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
解
釈
は
、
モ
ド
カ
シ
を
辞
書
上
の
「
非
難
す
べ
き
状
態
で
あ
る
」
意
と
し
て
中
包
夫
に
捉
え
る
た
め
に
、
そ
の

理
由
と
し
て
「
道
綱
の
出
家
」
が
も
ち
だ
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

（注
3
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
示
さ
れ
て
い
る
用
例
は
、
「
わ
び
し
げ
な
る
車
に
装
束
わ
る
く
て
物
見
る
人
、
い
と
も
ど
か
し
」
（
枕
草
子
・
第
二
三
七
段
）

等
、
い
ず
れ
も
「
非
難
す
べ
き
状
態
で
あ
る
」
意
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
例
で
あ
り
、
対
象
を
客
体
化
し
、
そ
の
「
よ
し
あ
し
」
に
つ
い
て
の
み
言
い
表

す
評
価
的
意
味
の
例
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
モ
ド
カ
シ
に
評
価
的
意
味
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
慮
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（注
4
）
両
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
掲
『
日
本
語
の
年
輪
』
に
お
い
て
、
「
人
の
口
ま
ね
を
し
手
ま
ね
を
し
て
、
あ
あ
し
た
、
こ
う
し
た
、
あ
あ
い
つ
た
、

こ
う
い
っ
た
と
は
、
つ
ま
り
人
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
。
転
じ
て
非
難
す
る
意
味
に
な
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（注
5
）
こ
れ
以
外
に
「
ま
ね
る
」
意
を
表
す
中
古
動
詞
モ
ド
ク
の
例
は
、
「
や
ま
も
か
く
皆
紅
葉
け
り
な
ど
か
の
へ
虫
の
鳴
く
ね
を
同
町

K
し
ら
っ
ゆ
」
（
順
集
）

が
見
え
る
が
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
意
味
の
例
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

（注
6
）
記
紀
に
み
え
る
審
神
者
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
も
ど
き
」
の
存
在
は
、
動
詞
モ
ド
ク
に
「
真
似
る
」
意
が
、
古

く
か
ら
継
続
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（注
7
）
現
代
語
に
は
「
梅
モ
ド
キ
」
「
カ
マ
キ
リ
モ
ド
キ
」
等
、
「
：
・
に
似
た
も
の
」
の
意
で
「
：
・
も
ど
き
」
の
名
詞
が
造
語
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
モ
ド
キ

の
接
辞
的
用
法
は
古
代
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
複
合
名
詞
の
後
項
と
し
て
「
非
難
」
の
意
の
「
も
ど
き
」
が
用
い
ら
れ
た
「
物
も
ど
き
う
ち
し
、

わ
れ
は
と
恩
へ
る
人
の
前
に
て
は
、
う
る
さ
け
れ
ば
」
（
紫
式
部
日
記
）
の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
る
が
、
名
詞
で
「
真
似
」
の
意
を
表
す
も
の
は
中
古

以
前
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
鎌
倉
期
に
入
る
と
「
小
侍
従
が
も
ど
き
の
句
と
い
ひ
つ
べ
し
」
（
古
今
著
聞
集
・
五
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
真
似
・
ま

も
ど
か
し
小
考

七



七
四

が
い
も
の
」
の
意
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
接
辞
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
接
辞
「
：
・
も
ど
き
」
の
例
は
、

採
録
語
数
の
多
い
中
世
の
文
明
本
『
節
用
集
」
に
も
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
次
の
よ
う
に
近
世
以
降
の
資
料
に
お
い
て
は
、
活
発
に
用
い
ら
れ
て
い

る。
鉢

植

の

梅

も

ど

き

を

引

切

り

（

西

鶴

織

留

・

二

一

）

：
・
と
言
説
正
し
く
仰
せ
け
る
。
浦
人
共
舌
を
ま
き
坊
主
も
ど
き
の
せ
が
れ
イ
ヤ
こ
い
つ
た
だ
者
な
ら
ず
。
（
用
明
天
王
職
人
鑑
）

（注
8
）
こ
の
よ
う
な
中
古
の
状
況
は
、
や
が
て
次
の
鎌
倉
期
に
、
状
態
的
意
味
が
後
退
し
、
「
じ
れ
っ
た
い
・
は
が
ゆ
い
」
と
い
う
苛
立
た
し
さ
を
含
ん
だ
情

意
的
意
味
が
顕
在
化
す
る
か
た
ち
で
推
移
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
室
町
期
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
明
ら
か
に
「
じ
れ
っ
た
い
・
は
が
ゆ
い
」
意
と
し
て

用
い
ら
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
例
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「
・
：
あ
は
れ
侍
や
」
と
ほ
め
ら
れ
、
い
よ
い
よ
気
色
を
ま
し
、
老
の
末
座
敷
よ
り
進
み
出
で
、
申
し
け
る
は
、
「
た
だ
今
の
盃
も
、
さ
る
事
に
て

候
へ
ど
も
、
あ
ま
り
に
も
ど
か
し
く
お
ぼ
え
候
。
大
な
る
盃
を
も
っ
て
、
一
つ
づ
っ
御
ま
は
し
候
へ
か
し
」
と
申
し
け
れ
ば
、

（
曽
我
物
語
・
巻
第
一
・
奥
野
の
狩
の
事
）

（注
9
）
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
明
ら
か
に
モ
ド
ク
あ
る
い
は
モ
ド
カ
シ
と
読
め
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
唯
一
次
の
「
嫌
」
字
が
「
モ
ド
キ
（
テ
）
」
と
読
む
可

能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
確
か
な
例
と
は
言
い
難
い
。

ユ

キ

ヰ

ン

キ

モ

ツ

ノ

ナ

エ

ン

メ

バ

カ

リ

ア

リ

其
国
ノ
守
ニ
テ
善
滋
ノ
為
政
ト
云
ケ
ル
人
、
：
・
（
中
略
）
；
・
鳳
至
ノ
孫
ガ
家
ニ
行
居
テ
、
日
ニ
一
一
一
度
ノ
食
物
ヲ
令
備
ケ
ル
。
上
下
五
六
百
人
許
有

ケ
ル
ニ
、
「
食
物
ヲ
パ
h
口
ク
鮒
列
食
へ
」
ト
教
ヘ
タ
リ
ケ
レ
パ
、
軍
モ
駅
カ
ナ
ル
ヲ
パ
返
シ
テ
配
ケ
レ
パ
、

（
今
昔
物
語
集
・
巻
第
二
十
六
・
能
登
国
鳳
至
孫
得
帯
語
第
十
二
）
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