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ス
ゲ
ナ
シ
考

土
口

田

光

1告

は
じ
め
に

（
大
内
記
は
）
世
の
ひ
が
も
の
に
て
、
才
の
ほ
ど
よ
り
は
用
ゐ
ら
れ
ず
、
す
げ
な
く
て
身
貧
し
く
な
む
あ
り
け
る
を
、
御
覧
じ
得
る
所
あ
り

て
、
か
く
と
り
わ
き
召
し
寄
せ
た
る
な
り
け
り

（
源
氏
物
語

を
と
め
）

右
は
、
源
氏
の
息
子
タ
霧
の
学
問
の
師
と
な
っ
た
大
内
記
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
変
わ
り
者
で
学
才
の
程
に
は
重

用
さ
れ
ず
、
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
男
で
あ
っ
た
が
、
源
氏
に
見
い
だ
さ
れ
て
召
し
出
さ
れ
た
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
。
タ
霧
は
、
大
学
寮

の
試
験
の
予
行
試
問
に
卓
抜
し
た
才
能
を
示
し
、
こ
の
人
物
は
、
源
氏
の
前
で
、
そ
の
学
問
の
師
と
し
て
の
面
目
を
施
す
と
い
う
一
節
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
大
内
記
の
人
と
な
り
を
語
る
語
と
し
て
形
容
調
ス
ゲ
ナ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の

異
な
る
解
釈
が
認
め
ら
れ
、
未
だ
定
説
と
呼
べ
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
は
、
形
容
詞
ス
ゲ
ナ
シ
の
成
立
と
語
義
の
問

題
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
形
容
詞
ス
ゲ
ナ
シ
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
史
的
展
開
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
類
義
語
で
あ

ス
ゲ
ナ
シ
考
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一

る
ツ
レ
ナ
シ
や
後
代
の
ソ
ツ
ケ
ナ
イ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
回
、
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

上
記
の
箇
所
の
「
す
げ
な
く
て
」
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
『
玉
の
小
櫛
』

で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

a 

此
詞
、
こ
こ
に
か
な
へ
り
と
も
聞
え
ず
、
も
し
は
上
に
た
も
じ
な
ど
あ
り
し
が
、
落
た
る
に
や

（
『
増
補
本
居
宣
長
全
集
』
第
七
巻
六
九
八
頁
）

つ
ま
り
、

ス
ゲ
ナ
シ
は
、
こ
の
箇
所
の
用
語
と
し
て
不
適
切
で
あ
り
、
タ
ス
ケ
ナ
シ
（
助
け
無
し
）

の
タ
が
脱
落
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

す
る
見
方
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
現
行
の
注
釈
書
に
も
採
用
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
）
頭
注
で
は
、
『
玉
の
小
櫛
」

の
上
記
箇
所
を
引
い
て
、
「
（
援
助
者
が
な
く
て
）

の
音
ぬ
と
す
る
」
と
注
さ
れ
て
お
り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
同
）
頭
注
に
お
い
て
も

「
人
づ
き
あ
い
が
下
手
な
の
意
か
。
た
だ
し
、
『
玉
の
小
櫛
』

で
は
：
・
」
と
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
、
『
玉
の
小
櫛
』
を
併
記

す
る
形
で
引
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
仮
に
宣
長
の
言
、
つ
よ
う
に
「
タ
ス
ケ
ナ
シ
」
の
タ
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
諸
本
の
い
ず
れ
か
に
タ

ス
ケ
ナ
ク
と
あ
る
本
丈
が
あ
り
得
て
良
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
目
立
っ
た
異
同
は
認
め
ら
れ
ず
、

い
ず
れ
も
ス

ケ
ナ
ク
と
読
め
る
の
で
あ
っ
て
、
文
字
の
脱
落
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

タ
ス
ケ
ナ
シ
と
い
う
複
合
形
容
詞
は
『
源
氏
物
語
」

の
他
の
部
分
に

も
見
当
た
ら
ず
、
こ
こ
は
、
や
は
り
ス
ゲ
ナ
ク
と
し
て
解
釈
を
進
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
感
動
を
分
か
ち
あ
わ
な
い
気
持
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
方
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
脚
注
で
は
、
「
人
づ
き
あ
い
も
わ
る
く
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
「
『
す
げ
な
し
』
は
、
相
手

で
は
、
「
顧
み
ら
れ
ず
」
と
の
解
釈
が

日
本
古
典
文
学
集
成
本
（
新
潮
社
）



記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
上
記
諸
注
釈
と
は
異
な
り
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
一
定
せ
ず
、
幾
つ
か
の
異
な
っ
た
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

一
方
、
現
行
の
辞
書
に
み
ら
れ
る
ス
ゲ
ナ
シ
の
扱
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
一
版
）
』
（
第
二
版
に
つ
い
て
は
、
本

稿
執
筆
時
点
で
未
刊
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

①
愛
想
が
な
い
。
つ
れ
な
い
。
そ
っ
け
な
い
。
思
い
や
り
が
な
い
。
薄
情
で
あ
る
。
冷
淡
で
あ
る
。

②
あ
ま
り
美
し
く
な
い
。

①
は
、
中
古
以
降
、
多
く
の
用
例
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
有
情
の
対
象
で
あ
る
人
の
態
度
や
行
動
の
有
様
を
状
態
的
意
味
に
お
い
て

捉
え
る
語
義
で
あ
る
。
ま
た
、
②
は
、
日
葡
辞
書
に
「

zmzg日
去
（
す
げ
な
い
木
）
」
と
あ
る
例
等
、
主
に
中
世
以
降
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
非
情
の
対
象
で
あ
る
モ
ノ
の
有
様
を
、
評
価
的
意
味
に
お
い
て
捉
え
る
語
義
で
あ
る
。
ま
た
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
①
に
該
当

す
る
項
目
の
み
を
記
述
し
て
お
り
、
②
に
該
当
す
る
項
目
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
も
、
①
に
該
当
す
る
項
目
は

見
ら
れ
る
が
、
②
に
該
当
す
る
項
目
が
な
く
、
代
わ
り
に
「
頼
り
ど
こ
ろ
も
な
く
心
細
い
」
意
を
表
す
項
目
を
設
け
て
、
そ
こ
に
冒
頭
の
『
源

氏
物
語
』
少
女
巻
の
例
と
、
次
の
『
栄
花
物
証
巴
の
例
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

b 

（
帝
は
御
帳
台
か
ら
）
と
み
に
出
で
さ
せ
給
ふ
ま
じ
き
御
け
し
き
な
れ
ば
、
殿
（
道
長
）
入
ら
せ
給
ひ
て
、
「
夜
に
入
り
侍
り
ぬ
。
か
ば

か
り
お
も
し
ろ
き
遊
び
ど
も
御
覧
ぜ
ん
」
と
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
「
（
中
略
）
さ
ま
ざ
ま
の
舞
ど
も
は
皆
見
侍
り
ぬ
」
と
、

い
と
の
ど
か

に
宣
は
す
れ
ば
、
す
げ
な
く
て
出
で
さ
せ
給
ひ
ぬ
。

（
栄
花
物
語

巻
十

つ
ぼ
み
花
）

こ
こ
は
、
道
長
が
、
帝
に
御
帳
台
の
中
宮
研
子
と
姫
宮
（
禎
子
）

の
傍
か
ら
退
出
な
さ
る
よ
う
促
す
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
向
に
帝
は

お
聞
き
入
れ
に
な
ら
な
い

J

や
む
な
く
道
長
は
そ
の
場
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
に
「
と
り
つ
く
し
ま
も
な
く
て
」

と
あ
り
、

や
は
り
而
②
い
ず
れ
の
語
義
で
も
解
釈
が
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
の
語
義
に
つ
い
て
は
、

一
日
寸
語
の
成
立
の
問
題
か
ら

ス
ゲ
ナ
シ
考
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四

整
理
し
て
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
に
お
け
る
ス
ゲ
ナ
シ
の
語
義
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
語
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
「
大
言
海
』
・
「
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
な
ど
、
多
く
の
辞
書
で
は
、
上
代
に
用
い
ら
れ
た
ス
カ
ナ
シ
か
ら
語
形
変
化
を
経
て
ス
ゲ

ナ
シ
が
成
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

一
方
、
『
上
代
語
辞
典
』
で
は
、
「
『
加
』
は
清
音
（
カ
）

の
仮
名
で
あ
る
が
、
万
葉
の
仮
名
遣
は
、

必
ず
し
も
厳
格
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
濁
音
（
ガ
）
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
記
述
さ
れ
、

ス
カ
ナ
シ
で
は
な
く
ス
ガ
ナ
シ
を
項
目
と
し
て

掲
げ
て
い
る
。
後
者
の
説
に
従
う
と
す
れ
ば
ス
ガ
ナ
シ
か
ら
ス
ゲ
ナ
シ
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
母
音
交
替
の
例
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
説
の
場
合
、

ス
カ
ナ
シ
か
ら
ス
ゲ
ナ
シ
に
転
ず
る
に
は
、
第
二
音
節
の
子
音
・
母
音
の
い
ず
れ
も
交
替
す
る
必
要
が

あ
り
、
後
者
の
説
に
比
べ
て
若
干
の
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

ス
ゲ
ナ
シ
を
巡
る
語
形
上
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

て
お
き
た
い
。

万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
ス
カ

il、

ナ
シ
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

c 

嘆
曜

濁
坐
不
楽
克

須
加
奈
志

乎
佐
奈
志

又

佐
久
ミ
志

天
治
本
新
撰
字
鏡
）

d 

心
に
は
ゆ
る
ふ
こ
と
な
く
須
加
の
山
須
加
奈
久
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な
む

万
葉
集
巻
第
一
七
・
四
O
一五）

菅
の
根
の
須
加
名
須
加
名
支
こ
と
を
我
は
聞
く
我
は
聞
く
か
な

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
須
加
奈
志
」
の
第
二
文
字
に
は
、
い
ず
れ
も
「
加
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
清
音

の
み
に
用
い
ら
れ
る
仮
名
で
あ
る
こ
と
が
、
夙
に
大
野
晋
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
他
の
万
葉
仮
名
に
よ
る

資
料
に
お
い
て
も
清
音
の
仮
名
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
ス
カ
ナ
シ
と
読
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
『
新
撰

e 

（
催
馬
楽
・
葦
垣
）



字
鏡
』
『
万
葉
集
』
『
催
馬
楽
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
必
ず
し
も
清
音
に
限
ら
ず
濁
音
を
表
す
仮
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
が
窺

わ
れ
る
。

例
え
ば
、
『
新
撰
字
鏡
』
で
は
、
次
例
の
よ
う
に
「
加
」
が
「
我
」
と
同
じ
く
濁
音
ガ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
判
断
す
べ
き
例
が
認
め
ら

れ
る
。f 

婁
頭

加
我
不
利
須
（
カ
ガ
フ
リ
ス
）

加
二
小
利
須
（
カ
ガ
フ
リ
ス
）

伊
加
二
世
牟
（
イ
カ
ガ
セ
ム
）
」
「
砂

須
加
目
（
ス
ガ
メ
）
」
「
一
簿

奈
加
阿
女
（
ナ
ガ
ア
メ
）
」
「
哨

由
加
牟
（
ユ
ガ

g 

蝶
頭

こ
の
他
に
も
、
「
何
作

ム
）
」
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
新
撰
字
鏡
」
に
お
い
て
、
「
加
」
は
濁
音
に
も
用
い
ら
れ
る
仮
名
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
須
加
奈
志
」
に
つ
い
て
も
濁
音
語
形
ス
ガ
ナ
シ
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考

、える。d
の
『
万
葉
集
』
に
用
い
ら
れ
た
「
須
加
奈
久
」
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
用
字
法
か
ら
の
み
判
断
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
ス
カ
ナ
シ
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
例
の
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
『
新
撰
字
鏡
』
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
加
」
が

濁
音
「
ガ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
ス
ガ
ナ
シ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

た
ち
こ
も
の
発
ち
の
騒
き
に
あ
ひ
見
て
し
妹
が
（
伊
母
加
）
心
は
忘
れ
せ
ぬ
か
も

国
国
の
杜
の
神
に
幣
ま
つ
り
煩
祈
（
阿
加
古
比
）
す
な
む
妹
が
か
な
し
さ

h 

（
万
葉
集
巻
第
二
0
・
四
三
五
四
）

（
万
葉
集
巻
第
二
0
・
四
三
九
二

判
己
《
り

H
L

、
e
に
み
ら
れ
る
「
菅
の
根
（
須
加
乃
祢
）
」
は
枕
調
と
し
て
繰
り
返
し
古
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
の

「
須
加
乃
祢
」
は
ス
ガ
ノ
ネ
で
「
加
」
は
濁
音
ガ
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
「
須
加
名
須
加
名
支
」
の

「
加
」
に
つ
い
て
も
濁
音
と
し
て
、

ス
ガ
ナ
ス
ガ
ナ
キ
と
読
ま
れ
た
と
考
え
る
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
併
せ

考
え
る
と
、
語
形
は
第
二
音
節
が
濁
音
の
ス
ガ
ナ
シ
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ス
ゲ
ナ
シ
考

五



ー
ム

ノ、

ス
ガ
ナ
シ
は
、
そ
の
後
、
三
巻
本
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
嘆
犠

ス
カ
ナ
シ
」
、
観
智
院
本
「
類
緊
名
義
抄
』
に
「
唆
曜

ス
カ
ナ
シ
：
（
：
・
は
省

略
部
分
が
あ
る
こ
と
を
示
す
）
」
（
悌
中
二
七
）
、
「
晴
ス
カ
ナ
シ
：
」
（
悌
中
六
O
）
、
「
魯
：
ス
カ
ナ
ン
ニ
一
フ
ン

マ
フ
ン
：
」
（
悌
中
六
こ
な
ど
、
濁
声
点

の
付
か
な
い
形
で
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
「
名
義
抄
』
の
「
魯
」
に
本
来
濁
声
点
が
見
ら
れ
る
べ
き
「
ニ
ブ
シ
・
マ
プ
シ
」
が
「
ニ
フ
シ
・
マ
フ
シ
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
後
代
の
も
の
と
な
る
が
、
内
閣
文
庫
本
『
倭
玉
篇
』
（
慶
長
十
五
年
版
）
に
「
曜

ス
ガ
ナ
ン
」
「
魯

ス
ガ
ナ
シ
」
と

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

や
は
り
、

ス
ガ
ナ
シ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、

『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
次
例
の
よ
う
に
、
ス
ガ
ナ
ク
・
ス
ゲ
ナ
ク
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
即
断
で
き
な
い
「
菅
元
ク
」
が
、
み
ら
れ
る
。

キ

タ

テ

ス

γ

ア

サ

マ

ン

イ

フ

カ

ヒ

ナ

ク

カ

ス

、

タ

ヂ

フ

ク

キ

ハ

（
陸
奥
守
の
一
行
は
）
木
戸
ヲ
急
ト
閉
テ
、
奔
テ
入
ヌ
レ
パ
、
奇
異
ク
云
甲
斐
元
テ
、
返
ラ
ム
ズ
ル
ニ
モ
霞
ニ
立
テ
秋
風
吹
際
ニ
成
ニ
タ

1
1
1
1
1
1
1

ア

ル

ベ

キ

サ

ン

イ

ダ

サ

レ

リ
、
菅
元
ク
ト
モ
国
ニ
暫
モ
可
有
ニ
ハ
、
被
指
出
ニ
タ
リ
。

今
昔
物
語
集

第
二
六
巻

付
陸
奥
守
人
、
見
付
金
得
富
語
第
十
四

こ
れ
が
ス
ゲ
ナ
ク
で
あ
る
と
す
る
と
、
上
記
の
『
万
葉
集
』
お
よ
び
『
催
馬
楽
』
『
新
撰
字
鏡
』
以
後
、

ス
ガ

カ

ナ
シ
は
、
管
見
の
限
り
に

お
い
て
、
辞
書
以
外
の
文
献
か
ら
見
い
だ
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

一方、

ス
ゲ
ナ
シ
は
、
中
古
か
ら
仮
名
文
に
用
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
が
、
辞
書
に
は
、
古
本
節
用
集
あ
た
り
か
ら
記
述
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

ス
ガ
ナ
シ
は
、
辞
書
に
は
後
代
に

も
記
述
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
『
新
撰
字
鏡
』
な
ど
先
行
す
る
資
料
の
記
述
に
影
響
を
受
け
た
前
代
の
名
残
り
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、

中
古
以
降
ス
ゲ
ナ
シ
に
交
替
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

上
記
に
お
い
て
、
検
討
し
た
よ
う
に
、
「
須
加
奈
志
」
が
ス
ガ
ナ
シ
で
あ
る
な
ら
ば
、
ス
ゲ
ナ
シ
と
の
語
形
上
の
隔
た
り
は
、
一
層
解
消
さ
れ

ス
ガ
ナ
シ
か
ら
ス
ゲ
ナ
シ
へ
の
語
形
変
化
を
積
極
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
語
義
の



面
に
お
い
て
は
、
そ
の
連
続
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
暫
く
検
討
し
て
お
き
た
い
。

や
は
り
、
明
ら
か
に
そ
れ
と
指
摘
で
き
る
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
『
万
葉
集
』
『
催
馬
楽
』
『
新
撰
字
鏡
』
の
上
記
の
例
を
基
に
検
討
を
進
め

る
こ
と
に
す
る
。
前
掲
d
の
例
は
、
「
須
加
の
山
」
の
名
の
よ
う
に
「
ス
ガ
ナ
ク
」
思
い
つ
つ
、
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
鷹
を
恋
い
続
け
る
こ
と
で

あ
ろ
う
か
、
と
す
る
歌
意
で
あ
り
、
『
催
馬
楽
』
の
一
節

e
は
、
あ
る
疑
い
を
受
け
た
事
に
対
す
る
身
の
潔
白
を
訴
え
る
部
分
で
用
い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
例
に
共
通
す
る
部
分
は
、
自
分
が
心
理
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
相
手
に
予
想
に
反
し
て
背
か

れ
た
り
責
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
状
況
す
な
わ
ち
事
態
で
あ
り
、
そ
の
事
態
を
契
機
と
し
て
生
ず
る
寂
し
さ
・
嘆
き
・
面
白
か
ら
ず
思

う
気
持
ち
な
ど
の
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
」
の
「
濁
坐
不
楽
克
」
に
つ
い
て
は
、
享
和
本
に
お
い

て
「
坐
歎
見
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
「
須
加
奈
志
」
の
語
義
と
関
係
付
け
て
良
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ス
ガ
ナ
シ
」
の
語
義
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
情
を
共
有
し
た
い
、
あ
る
い
は
共
有
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
相
手
に
思
い
が
け
ず
背
か
れ

た
り
、
責
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
心
理
的
な
疎
外
戚
少
乞
表
す
も
の
で
あ
り
、
憂
欝
で
心
楽
し
ま
な
い
気
持
ち
を
表
す
感
情
表

現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
ス
ガ
ナ
シ
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
疎
外
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず

る
欝
々
と
し
た
嘆
き
を
表
す
「
感
情
的
意
味
」
が
表
れ
た
も
の
と
し
て
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一方、

ス
ゲ
ナ
シ
に
つ
い
て
は
、
上
代
の
例
は
見
当
た
ら
ず
、
比
較
的
早
い
も
の
と
し
て
次
の
「
大
和
物
語
」
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

え』る。k 

こ
の
大
徳
の
親
族
な
り
け
る
人
の
む
す
め
の
、
内
に
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
か
し
づ
き
け
る
を
、
み
そ
か
に
か
た
ら
ひ
け
り
。
親
聞
き
つ

け
て
、
男
を
も
女
を
も
す
げ
な
く
い
み
じ
う
い
ひ
て
、
こ
の
大
徳
を
よ
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、

大
和
物
語

一
六
八
段
）

こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
ス
ゲ
ナ
ク
に
つ
い
て
は
、
大
切
に
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
娘
と
身
内
と
し
て
遇
す
る
一
族
の
男
（
大
徳
）
に
裏
切
ら
れ
た

親
の
嘆
き
、
怒
り
な
ど
の
心
情
が
込
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ス
ゲ
ナ
シ
に
つ
い
て
一
般
に
宛
て
ら
れ
る
「
そ
っ
け
な
く
」
「
冷
淡
に
」

と
す
る
解
釈
で
は
、
違
和
感
が
残
る
部
分
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
で
は
、
「
容
赦
な
く
」
の
意
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は

ス
ゲ
ナ
シ
考

一
三
七



J¥ 

り
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
解
釈
に
工
夫
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ス
ガ
ナ
シ
に
見
ら
れ
る
心
情
を
共
有

す
べ
き
相
手
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
状
況
・
事
態
が
あ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
契
機
と
し
て
生
ず
る
心
理
的
疎
外
感
を

合
意
し
つ
つ
、
大
徳
と
娘
に
対
し
て
「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
嘆
き
な
が
ら
謹
責
す
る
有
様
、
す
な
わ
ち
状
態
を
外

面
的
に
捉
え
て
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
「
威
信
的
意
味
」
で
は
な
く
、
「
状
態
的
意
味
」
で
用
い
ら

れ
た
例
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

ス
ガ
ナ
シ
の
合
意
し
て
い
た
心
理
的
疎
外
感
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
大
和
物
語
』
に
見
ら
れ
る
ス
ゲ
ナ
シ

に
継
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
他
に
、

ス
ゲ
ナ
シ
は
、
『
落
窪
物
語
』
に
一
例
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
一
一
一
例
、
『
源
氏
物
語
』
に
、
冒
頭
例
以
外
に
三
例
、
『
和
泉
式
部
日

記
」
に
一
例
、
『
栄
花
物
語
』
に
一
一
例
、
『
狭
衣
物
語
」
に
三
例
等
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
お
お
む
ね
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
語

義
①
に
み
ら
れ
た
「
そ
っ
け
な
い
」
「
冷
淡
だ
」
な
ど
の
意
で
解
釈
で
き
る
も
の
が
多
い
。

少
輔
は
い
と
に
く
き
物
に
思
ひ
し
み
て
、
す
げ
な
く
の
み
も
て
な
し
け
れ
ば
、
来
わ
づ
ら
ひ
て
な
ん
有
り
け
る
。（

落
物
語
窪

巻
之
三
）

m 

（
帝
の
桐
壷
更
衣
に
対
す
る
）
さ
ま
あ
し
き
御
も
て
な
し
ゅ
ゑ
こ
そ
、
す
げ
な
う
そ
ね
み
た
ま
ひ
し
か
、

（
源
氏
物
語

桐
査
）

n 

中
将
も
、
「
天
の
岩
戸
さ
し
龍
も
り
た
ま
ひ
な
ん
や
、
め
や
す
く
」
と
て
立
ち
ぬ
れ
ば
、
（
近
江
君
は
）

ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
き
て
、
「
こ
の
君

た
ち
さ
へ
、
み
な
す
げ
な
く
し
た
ま
ふ
に
、
た
だ
御
前
の
御
心
の
あ
は
れ
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
」

（
源
氏
物
語

行
幸
）

。
（
春
宮
は
）
こ
の
殿
を
ば
、

い
と
う
ち
解
け
が
た
う
恥
し
き
も
の
に
ぞ
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
へ
る
。
（
狭
衣
は
）

い
と
す
げ
な
く
て
、
「
世
の

中
の
、
あ
り
に
く
く
の
み
恩
給
へ
ら
る
れ
ば
、
『
い
か
が
は
せ
ん
』
と
て
、
な
ま
女
の
、
あ
は
れ
に
し
つ
べ
き
、
案
内
知
ら
で
、
語
ら
ひ
ょ

り
侍
る
ぞ
」
と
啓
し
給
へ
ば
、

狭
衣
物
語

巻
四

こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
人
の
態
度
や
行
動
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
が
、
聞
き
手
も
し
く
は
周
囲
の
人
々
と
心
情
を
共
有
し
よ
う
と
し
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
態
度
・
行
動
に
心
理
的
な
疎
外
感
を
抱
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

や
は
り
ス



ガ
ナ
シ
に
読
み
と
れ
る
よ
う
な
感
情
的
意
味
が
希
薄
化
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
、
人
の
態
度
・
行
動
の
有
様
を
外
面
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
「
状

態
的
意
味
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
北
の
方
は
、
人
々
が
）
口
ひ
そ
む
も
聞
き
知
ら
ず
、
上
中
下
、
す
げ
な
き
遊
び
を
、
心
ひ
と
つ
や
り
て
こ
と
心
な
し
。

p 

（
宇
津
保
物
語

忠
こ
そ
）

こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
「
遊
び
」
に
対
し
て
心
情
を
共
有
で
き
ず
、
楽
し
め
な
い
と
い
う
心
理
的
疎
外
感
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
興
が
乗

ら
ず
、
あ
ま
り
面
白
く
な
い
管
弦
の
演
奏
」
と
し
て
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
興
味
を
そ
そ
ら
な
い
具
体
的
対
象
と
し
て
の
「
遊
び
」

が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
事
態
や
人
の
態
度
・
行
動
で
は
な
く
、

ス
ゲ
ナ
シ
が
「
モ
ノ
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
対
象
語

を
と
る
蘭
し
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

の
よ
う
に
非
情
物
を
対
象
と
す
る
評
価
的
意
味
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
例
と
考
え
ら
れ
る
。

P
は
、
主
に
中
世
以
降
に
現
れ
る
ス
ゲ
ナ
シ
の
語
義
②
「
あ
ま
り
美
し
く
な
い
」
意
等

ま
た
、
次
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
一
例
に
つ
い
て
は
、
諸
注
釈
に
お
い
て
「
そ
っ
け
な
い
」
「
薄
情
だ
」
な
ど
の
解
釈
が
採
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
ス
ガ
ナ
シ
と
の
関
連
は
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

返
り
ご
と
す
る
を
、
親
は
ら
か
ら
制
す
と
聞
き
て
、
ま
ろ
こ
す
げ
に
さ
し
て
、

q 

う
ち
そ
ば
み
君
ひ
と
り
見
よ
ま
ろ
こ
す
げ
ま
ろ
は
人
す
げ
な
し
と
い
ふ
な
り

（
か
げ
ろ
ふ
日
記

巻
末
歌
集
）

こ
の
例
に
見
ら
れ
る
歌
は
、
道
綱
が
あ
る
女
性
に
対
し
て
書
き
送
っ
た
も
の
で
、
女
の
一
族
が
、
す
で
に
別
の
結
婚
相
手
が
い
る
こ
と
を
理

由
に
、
自
分
（
道
網
）
と
の
丈
の
や
り
と
り
を
反
対
し
て
い
る
と
聞
い
て
、
寄
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
お
む
ね
の
歌
意
は
「
そ
っ
と
横
を
向

い
て
あ
な
た
独
り
で
見
て
く
だ
さ
い
、
私
の
こ
と
は
み
な
さ
ん
が
ス
ゲ
ナ
シ
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
族
と
し
て
迎
え
る
娘
の
夫
と
な
る
人
に
は
、
あ
る
意
味
で
心
情
を
共
有
す
べ
き
相
手
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
娘
の
親
兄

弟
は
、
道
綱
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
心
情
を
共
有
し
よ
う
と
し
な
い
人
物
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
道
綱
に
は
そ
の
よ
う
に

見
え
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
注
釈
で
は
こ
こ
を
「
つ
め
た
い
」
「
薄
情
だ
」
「
そ
っ
け
な
い
」
と
す
る
状
態
的
意
味
に
解
す
る
場
合
が
多

ス
ゲ
ナ
シ
考

九



一
四
O

の
で
あ
る
が
、

し、

れ
ら
の

三芯解

三E釈
では
は
、相

ス手
ゲと
ナ化、
シ 情
に雪
冨者

~ ~－ 
道な
綱い
Lー』

l~ f 
J 、
心’し、
て 理
の堕
ま界
や 1或y Hぷ・

U玄
事麗
'.:€ f 

盃F
i ~ 
震i
耐え

表 ら
れれ
て
し、

る
占

注
意

す
J可よ

一
応
、
首
肯
さ
れ
る

き
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
、
道
綱
の
謙
辞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
私
の
こ
と
は
皆
さ
ん
が
、
評
判
が
良
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
」
あ

る
い
は
「
つ
ま
ら
な
い
男
だ
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
」
な
ど
、
さ
ら
に
評
価
的
意
味
が
強
く
現
れ
た
解
釈
が
こ
の
場
合
に
は
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
様
に
、
評
価
的
意
味
が
強
く
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
に
、
次
の
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
み
ら
れ
る
一
例
が
あ
る
。

r 

「
あ
や
し
う
す
げ
な
き
も
の
に
は
あ
れ
、
さ
る
は
、

い
と
口
惜
し
う
な
ど
は
あ
ら
ぬ
も
の
に
こ
そ
あ
れ
」

（
和
泉
式
部
日
記
）

こ
こ
は
、
外
出
を
乳
母
に
見
と
が
め
ら
れ
た
帥
宮
が
、
和
泉
式
部
に
つ
い
て
心
中
独
白
す
る
部
分
で
あ
る
。
講
談
社
学
術
文
庫
本
（
上
・
一
一
一
一

O
頁）

で
は
、
「
諸
注
『
和
泉
が
（
宮
に
）
そ
っ
け
な
い
、
愛
想
が
な
い
、

つ
れ
な
い
』
の
意
に
解
す
る
が
、
そ
れ
で
は
お
か
し
い
」
と
の
指
摘

が
あ
り
、
「
あ
の
女
は
ふ
し
ぎ
と
人
か
ら
そ
っ
け
な
く
さ
れ
る
も
の
だ
な
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
通
り
、
こ
こ
は
「
愛
想
が
な
い
・

つ
れ
な
い
」
意
で
は
不
十
分
と
思
わ
れ
る
が
、
上
記
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
人
か
ら
そ
っ
け
な
く
さ
れ
る
」

意
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
あ
の
女
は
妙
に
評
判
が
悪
い
も
の
だ
な
」
と
す
る
解
釈
の
方
が
、

一
層
文
意
に
叶
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
ゲ
ナ
シ
は
、
中
世
に
な
る
と
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
や
辞
書
に
も
記
述
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
上
掲

m
の

ス

ケ

ナ

ン

桐
壷
巻
に
み
ら
れ
る
ス
ゲ
ナ
ウ
の
注
と
し
て
、
『
河
海
抄
』
に
「
無
人
望
」
、
ま
た
、
『
仙
源
抄
』
に
寸
無
人
望
之
由
也
」
と
あ
る
。
用
例

m
の
解

こ
の
他
に
、

釈
は
、
「
冷
淡
に
」
が
当
て
は
ま
る
た
め
、
「
無
人
望
」
の
記
述
そ
の
も
の
は
、
桐
査
巻
の
場
合
の
ス
ゲ
ナ
ク
の
意
味
に
は
直
接
関
係
が
な
い
も

ス
ゲ
ナ
ン

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
記
述
は
、
中
世
の
辞
書
に
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
文
明
本
『
節
用
集
』
に
は
「
無
人
或
作
罫
示

止
侃
人
物
」
、
ま
た
『
落
葉
集
』
に
は
「
無
レ
詮
方
・
無
レ
人
望
」
、
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
辞
書
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
語
義
に
当
て
は
め
て
考

え
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
が
、
「
無
人
望
」
「
無
詮
方
」
等
の
記
述
が
ス
ゲ
ナ
シ
の
語
義
と
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。



す
な
わ
ち
、
「
無
人
望
」
「
無
詮
方
」
は
、
周
囲
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
状
態
、
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い
状
態
な
ど
の
「
状
態
的
意
味
」
と
の

ス

ゲ

ナ

ン

関
連
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
様
の
例
と
し
て
、
『
伊
京
集
』
に
は
、
「
無
人
気
」
が
見
え
る
。
「
無
人
気
」
は
、
中
古

に
見
ら
れ
る
「
ひ
と
げ
な
し
」
（
一
人
前
で
な
い
・
人
並
み
で
な
い
）
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
的
意
味
が
顕
在

化
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
中
世
の
古
注
釈
や
辞
書
の
記
述
は
、
す
で
に
述
べ
た
幾
つ
か
の
用
例
の
語
義
に
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

用
例
b
『
栄
花
物
語
』

の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
道
長
の
苦
心
に
も
関
わ
ら
ず
帝
は
御
帳
台
か
ら
出
ょ
う
と
な
さ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ど
う
に
も
手
の
打
ち
ょ
う
が
な
く
心
理
的
な
疎
外
感
を
抱
い
て
帝
の
御
前
か
ら
退
出
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本

頭
注
に
見
ら
れ
る
「
と
り
つ
く
し
ま
も
な
く
て
」
の
意
は
中
世
以
降
の
辞
書
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
無
詮
方
」
の
記
述
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
『
伊
京
集
』
に
み
ら
れ
る
「
無
人
気
」
の
記
述
は
、
上
述

q
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
・

r
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
例
に
現
れ
た
「
評

価
的
意
味
」
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、

ス
ゲ
ナ
シ
は
、

ス
カ
ナ
シ
で
は
な
く
ス
ガ
ナ
シ
か
ら
転
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
語
義
に
は
、
相
手
と
心
情
を
共
有
で
き

な
い
と
い
う
心
理
的
疎
外
感
が
そ
の
基
本
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
そ
っ
け
な
い
」
「
冷
淡
だ
」
な
ど
の
よ
う
な
、
人
の

態
度
・
行
動
を
対
象
に
、
そ
れ
が
心
情
を
共
有
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
「
状
態
的
音
ゆ
味
」
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ

る
相
手
の
態
度
・
行
動
、
あ
る
い
は
人
物
や
具
体
的
な
「
モ
ノ
」
を
対
象
に
捉
え
て
、
「
評
判
が
悪
い
」
「
つ
ま
ら
な
い
」
意
等
を
表
す
「
評
価

的
意
味
」
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
状
態
的
意
味
」
に
は
、

b
『
栄
花
物
語
」
の
用
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
態
・
状
況
の
推

移
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
が
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
表
す
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ス
ゲ
ナ
シ
考

四



四

こ
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
再
び
冒
頭
『
源
氏
物
語
』

の
例
に
一
戻
る
と
、
大
内
記
に
と
っ
て
心
情
を
共
有
す
べ
き
相
手
と
は
、
自
分
の

学
識
を
認
め
て
く
れ
る
貴
族
社
会
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
識
に
見
合
っ
た
ほ
ど
に
は
重
用
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、

ス
ゲ
ナ
ク
テ
は
、
周
囲
か
ら
疎
外
さ
れ
、
華
々
し
い
貴
族
社
会
か
ら
う
ち
捨
て
ら
れ
た
人
物
の
境
遇
を
一
不
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
源
氏
の
要
請
に
応
じ
て
熱
心
に
タ
霧
の
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
決
し
て
冷
淡
で
あ
っ
た
り
人
づ
き
あ
い
が
悪

い
と
い
う
人
物
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
は
、
状
況
の
推
移
が
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
表
す
状
態
的
意
味
が
表
れ
た

解
釈
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
才
の
ほ
ど
よ
り
は
用
ゐ
ら
れ
ず
、
す
げ
な
く
て
身
貧
し
く
な
む
あ
り
け
る
」
は
、
「
学

識
の
程
に
は
重
用
さ
れ
ず
、
ど
う
に
も
仕
様
が
な
く
て
自
身
は
貧
し
く
、

日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
が
当
て
は
ま
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（注
l
）
た
だ
し
、
こ
の
筒
所
に
つ
い
て
富
岡
本
で
は
「
す
へ
な
く
て
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ス
ベ
ナ
シ
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

（注
2
）
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
「
ス
は
接
頭
語
、
ケ
は
気
、
ナ
シ
は
無
し
の
意
か
」
と
の
説
が
一
不
さ
れ
て
い
る
が
、
「
素
気
鉦
じ
な
ど
、
そ
れ
に
近
い
記
述
が
現

れ
る
の
は
中
世
以
降
で
あ
り
、
後
代
の
語
源
音

（九庄
3
）
古
千
和
本
『
新
撰
字
鏡
』
で
は
、
「
須
加
奈
加
留
」
と
な
っ
て
お
り
こ
れ
も
第
二
文
字
に
は
「
加
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（注
4
）
大
野
晋
『
上
代
仮
名
遣
の
研
究
」
第
四
章
五
六
頁
参
照
。

（注
5
）
先
行
す
る
地
名
「
須
加
の
山
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（注
6
）
『
士
口
語
大
辞
典
」
（
小
学
館
）
ス
ゲ
ナ
シ
の
項
の
語
誌
欄
で
は
、
こ
の
歌
を
取
り
あ
げ
、
「
孤
独
で
淋
し
げ
な
嘆
き
を
表
し
て
い
て
『
す
げ
な
し
』
の
本

義
を
察
す
べ
き
例
で
あ
る
、
従
っ
て
、
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
が
（
中
略
）
源
氏
物
語
・
少
女
の
例
文
を
誤
写
か
と
疑
っ
た
の
は
認
め
が
た
い
」
と

あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
玉
の
小
櫛
』
の
説
に
関
す
る
考
察
は
、
首
肯
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
こ
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
ス
ゲ
ナ
シ
の
意

味
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
c

歌
意
の
全
体
と
し
て
は
、
孤
独
で
淋
し
げ
な
嘆
き
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
場
合
で
は
、
「
人
」

が
「
す
げ
な
し
」
と
「
ま
ろ
」
に
つ
い
て
一
評
価
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
「
す
げ
な
し
」
自
体
が
嘆
き
を
表
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。

こ
こ
は
、
や
は
り
、
道
綱
に
対
す
る
女
側
の
一
族
か
ら
受
け
る
評
価
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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上
村
悦
子
編
「
崎
蛤
日
記
解
釈
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成
人
」
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成
六
年
・
明
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目
院
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編
『
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仙
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抄
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平
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う


