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宮
澤
賢
治

「文
語
詩
稿
　
五
十
篇
」
評
釈
　
十

ヨ
叩ヽ
江

玉
蜀
黍
　
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。
「文
語
詩
稿

　
一
百
篇
」
所
収
の

「塔
中
秘
事
」
に

「玉
蜀
黍
」
と

ル
ビ
が
打
た
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
音
数
の
関
係
か
ら

「
キ
ミ
」
と
読
ま
せ
る
つ

も
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

開
所
の
祭
　
胆
沢
郡
金
ヶ
崎
町
六
原
に
あ

っ
た
軍
馬
補
充
部
六
原
支
部

（現
在
は
岩
手
県
立
農
業

大
学
校
が
あ
る
）
の
開
所
を
祝
う
祭
り
。
同
支
部
は
明
治
三
十

一
年
五
月

一
日
に
開
設
さ
れ

信

た
。

さ
ん
さ
踊
り
　
旧
盛
岡
藩
の
内
陸
部
で
広
く
踊
ら
れ
て
い
た
盆
踊
り
。
衣
と
腰
帯
を

つ
け
、
太
鼓

と
笛
、
歌
に
あ
わ
せ
て
早
い
テ
ン
ポ
で
踊
る
。

う
こ
ん
ざ
く
ら
　
八
重
咲
き
す
る
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
系
の
サ
ト
ザ
ク
ラ
で
、
淡
黄
緑
色
の
花
を
咲

か
せ
る
。
ソ
メ
イ
ョ
シ
ノ
等
に
比
べ
る
と
開
花
期
が
遅
い
の
で
、
農
学
校
の

一
行
が
訪
れ
た

時
は
、
ま
だ
、
あ
ま
り
開
花
し
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

所
長
中
佐
　
軍
馬
補
充
部
の
所
長
で
あ
る
陸
軍
中
佐
。

大
意

「ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
播
く
の
は
や
め
て
輪
に
な
ろ
う
、
開
所
の
祭
り
も
近
い
の
で
、

さ
ん
さ
躍
り
の
お
さ
ら
い
を
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。」
技
手
が
農
婦
た
ち
に
そ
う
命
令
す
る
。

広
い
野
原
い
っ
ぱ
い
に
、
目
が
く
ら
ま
ん
ば
か
り
の
青
い
霞
の
な
か
で
、

真

っ
昼
間
か
ら
農
婦
た
ち
は
集
ま

っ
て
踊
る
、
袖
を
か
ざ
し
て
は
踊
り
に
踊
る
。

し
か
し
東
に
は

一
列
並
ん
で
い
る
、
ウ
コ
ン
ザ
ク
ラ
を
背
に
し
て
、

軍
馬
補
充
部
の
所
長
中
佐
が
胸
を
張

っ
て
、
野
原
を
広
く
見
渡
し
て
い
る
。

「急
い
で
ひ
れ
伏
せ
、
ひ
ざ
ま
ず
け
―
　
動
く
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
。」
と
技
手
が
言
う
と
、

種
を
撒
い
て
い
る
の
か
休
ん
で
い
る
の
か
、
農
婦
た
ち
は
春
霞
の
中
を
身
動
き
も
し
な
く
な

っ

た

。

４６
　
〔玉
蜀
黍
を
播
き
や
め
環
に
な
ら
べ
〕

①

「玉
蜀
黍
を
播
き
や
め
環
に
な
ら
べ
、

さ
ん
さ
踊
り
を
さ
ら
ひ
せ
ん
。」

②
野
は
野
の
か
ぎ
り
め
く
る
め
く
、

ま

ひ

る
を

ひ

と

ら
う

ち

を

ど

る
、

③
さ
あ
れ
ひ
ん
が
し

一
つ
ら
の
、

所
長
中
佐
は
胸
た
か
く
、

④

「
い
そ
ぎ
ひ
れ
ふ
せ
、
ひ
ざ
ま
づ
け
、

種
子
や
ま
く
ら
ん
い
こ
ふ
ら
ん
、

開
所
の
祭
近
け
れ
ば
、

技
手
農
婦
ら
に
令
し
け
り
。

青
き
か
す
み
の
な
か
に
し
て
、

袖
を
か
ざ
し
て
う
ち
を
ど
る
。

う
こ
ん
ざ
く
ら
を
せ
な
に
し
て
、

野
面
は
る
か
に
の
ぞ
み
ゐ
る
。

み
じ
ろ
が
ざ
れ
。」
と
技
手
云

へ
ば
、

ひ
と
ら
か
す
み
に
う
ご
く
と
も
な
し
。

時

折
口

良『
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モ
チ
ー
フ

農
学
校
の
遠
足
で
見
た

一
光
景
か
ら
作
り
上
げ
た
人
間
カ
タ
ロ
グ
。
作
業
の
合
間
に
さ
ん
さ
踊

り
の
練
習
を
す
る
農
婦
と
、
そ
の
境
遇
を
十
分
に
知
り
な
が
ら
も
職
責
を
意
識
し
て
躍
り
を
制
止

せ
ざ
る
を
得
な
い
技
手
。
所
長
で
あ
る
中
佐
は
、
あ
く
ま
で
も
誇
り
高
く
、
土
を
触
る
こ
と
も
な

け
れ
ば
、
踊
り
の
輪
に
加
わ
る
こ
と
も
な
い
。
同
じ
場
所
に
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
世
界
に

属
す
る
か
の
よ
う
な
三
者
を
描
い
て
い
る
。

評
釈

黄
罫

（２２
０
行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た

『新
校
本
全
集
　
第
五
巻
』
に
国
語
詩
と
し
て
収
め

ら
れ
た

「
軍
馬
補
充
部
主
事
」
に
手
入
れ
す
る
形
で
文
語
詩
化
さ
れ
た
も
の
が
下
書
稿
０
、
そ
の

余
白
に
書
き
直
さ
れ
た
下
書
稿
口
、
そ
し
て
定
稿
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

先
行
研
究
は
、
島
田
隆
輔

「宮
澤
賢
治
と
軍
馬
補
充
部
　
桑
島
重
三
郎
記
念
館
所
蔵
資
料
紹
介

を
中
心
に
」
（『賢
治
研
究
６３
７

平
成
六
年
四
月
。
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
佐
藤
浩
子

「
〔玉
蜀
黍

を
播
き
や
め
環
に
な
ら
べ
】

（『宮
沢
賢
治
　
文
語
詩
の
森
』
・
平
成
十

一
年
六
月

ｏ
柏
プ
ラ
ー

ノ
）
、
封
馬
美
香

「賢
治
作
品
に
見
る
郷
土
史
」
亀
宮
沢
賢
治
新
聞
を
読
む
』
・
平
成
十
三
年
七
月

・
築
地
書
館
）
な
ど
。

ま
ず

「軍
馬
補
充
部
主
事
」
の
最
終
形
態
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

う
ら
う
ら
と
降

っ
て
く
る
陽
だ

２ヽ

」
ん
ざ
く
ら
も
大
き
く
な

っ
て

ま
さ
に
老
幹
と
も
云
ひ
つ
べ
し

花
が
と
き
ど
き
眠

っ
た
り
さ
め
た
り
す
る
や
う
な
の
は

自
分
の
馬
の
風
の
た
め
か

あ
る
ひ
は
う
す
い
雲
か
げ
や
、

か
げ
ら
う
な
ぞ
の
た
め
だ
ら
う

よ
う
調
教
に
加
は

っ
て

震
天
が
も
う
走

っ
て
居
る
な

膝
が
ま
だ
癒
り
切
る
ま
い

列
か
ら
出
す
と
い
ヽ
ん
だ
が

い
や
こ

ゝ
ま
で
来
る
と
せ
い
せ
い
す
る

ひ
ば
り
が
な
い
て

は
た
け
が
青
く
か
す
ん
で
居
る

そ
の
向
ふ
に
は
経
塚
岳
だ

山
か
な
ら
ず
し
も
青
岱
な
ら
ず

残
雪
あ
な
が
ち
に
白
か
ら
ず
だ

五
番
の
圃
地
を
目
的
に

青
塗
り
の
播
種
車
が

か
ら
松
を
の
ろ
の
ろ
縫

っ
て
行
く
の
は

ま
づ
本
部
の
タ
ン
ク
だ
な

い
や
あ
、
牧
地
と
な
る
と

聯
隊
に
居
る
と
き
と
は
ち
が
っ
て

じ
つ
に
か
ん
か
ん
た
る
も
の
だ

し
か
し
な
が
ら

こ
の
や
う
な
浩
然
の
大
気
に
よ

っ
て

何
人
も
だ
ら
け
ぬ
こ
と
が
肝
要
だ

と
こ
ろ
が
何
だ
、
あ
の
さ
ま
は

み
ん
な
ぴ
た

っ
と
座
り
居
る

こ
の
ま

っ
ぴ
る
ま

し
か
も
は
た
け
の
ま
ん
な
か
で

さ
ん
さ
踊
り
を
や
り
居

つ
て

誰
か
命
令
し
た
や
う
に

ぴ
た
り
と
み
ん
な
座
り
居

っ
た

お
れ
の
か
た
ち
を
見
た
ん
だ
な

雇
ひ
農
婦
ど
も
の
白
い
笠
が
き
の
こ
の
や
う
だ

ま
だ
じ

っ
と
し
て
か
ヾ
ん
で
ゐ
る
の
は

ま
る
で
野
原
の
生
蕃
だ

い
っ
た
い
何
と
い
ふ
秩
序
だ
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あ
す
こ
は
二
十
五
番
の
回
地
だ

け
さ
高
日
技
手
が
玉
蜀
黍
を
播
く
と
か
云

っ
て

四
班
を
率
ひ
て
行
き
居

っ
た
の
に

こ
の
ま

っ
ぴ
る
ま
何
ご
と
だ

し
か
も
あ
の
若
も
の
は
乗
馬
づ
ぼ
ん
に

ソ
フ
ト
カ
ラ
な
ど
つ
け
居

っ
て

な
か
な
か
づ
太
い
と
こ
ろ
が
あ
る

一
番
行

っ
て
ど
な
る
と
す
る
か
、

大
人
気
な
い
な

は
は
あ
開
所
の
祭
り
が
近
い

今
年
も
や
っ
ぱ
り
去
年
の
や
う
に

各
班
み
ん
な
競
争
で

な
に
か
踊
り
を
や
る
ん
ぢ
ゃ
な

も
ち
ろ
ん
拙
者
の
意
も
迎

ヘ

衆
も
た
の
し
む

つ
も
り
ぢ
ゃ
ら
う

そ
れ
な
ら
む
ろ
ん
文
句
は
な
い

馬
の
か
し
ら
を
立
て
直
し
ぢ
ゃ

粋
な
親
分
肌
を
見
せ
る
の
は

か
う
云
ふ
と
き
に
か
ぎ
る
ん
ぢ
ゃ

さ

っ
き
の
う
こ
ん
ざ
く
ら
を

つ
ん
で

家
内
に
手
紙
を
書
く
と
し
や
う

島
田
隆
輔

（前
掲
）
は
、
大
正
十

一
年
の
六
原
支
部
創
立
二
十
五
年
祝
典
が
開
催
さ
れ
た
こ
と

を
念
頭
に
お
い
て
、
「は
は
あ
開
所
の
祭
り
が
近
い
／
今
年
も
や
っ
ぱ
り
去
年
の
や
う
に
」
と
い

う
部
分
を
読
み
、
賢
治
が
本
作
を
取
材
し
た
の
が
大
正
十
二
年
春
で
あ
っ
た
と
す
る
。
が
、
『新

校
本
全
集
』
の
年
譜
に
は
、
大
正
十
三
年
四
月
二
十
九
日
に
農
学
校
の
職
員
生
徒
と
共
に
六
原
支

部
に
遠
足
に
行
っ
た
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
だ

ろ
う

（も
ち
ろ
ん
前
年
に
訪
れ
な
か

っ
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
が
…
）。
島
田
に
よ
れ

ば
、
千
葉
嘉
は

「お
祭
り
の
こ
と
は
、
後
に
も
先
に
も
二
十
五
周
年
記
念
祭

一
回
だ
け
」
と
語
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
佐
藤
誠
治
の

「軍
馬
補
充
部
六
原
支
部
の
思
い
出
」
に
よ
る
と
、
「毎

年
五
月

一
日
に
は
お
花
見
を
兼
ね
て
運
動
会
が
行
わ
れ
た
」
亀
桑
島
重
三
郎
記
念
誌
』
・
昭
和
五

十
三
年

・
桑
島
重
三
郎
記
念
誌
編
集
委
員
会
、
未
見
）
と
の
こ
と
な
の
で
、
「祭
り
」
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
運
動
会
で
発
表
す
る
た
め
に
さ
ん
さ
踊
り
を
練
習
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に

あ
り
、
賢
治
た
ち

一
行
は
そ
れ
を
見
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

先
行
作
品
で
あ
る

「
軍
馬
補
充
部
主
事
」
は
黄
罫

（２２
０
行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る

が
、
こ
の
用
紙
は
昭
和
に
入

っ
て
か
ら
使
わ
れ
た
も
の
で
、
大
正
十
三
年
当
時
に
は
使
用
さ
れ
て

い
な
い
。
従

っ
て

「
軍
馬
補
充
部
主
事
」
は
、
大
正
十
三
年
の
取
材
を
昭
和
に
入

っ
て
か
ら
書
き

換
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
作
品
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど

「春
と
修
羅
　
第
二
集
」
の
作
品
番
号
で
言
う
と
七
九
～
八
五
の
間
に
欠
番
が
あ
り

（期
間
で
言

え
ば

一
九
二
四
年
四
月
二
八
日
～
五
月
三
日
の
間
）
、
初
期
の
段
階
の
原
稿
は
こ
こ
に
属
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の

「軍
馬
補
充
部
主
事
」
は
、
視
点
人
物
が
軍
馬
補
充
部
の
主
事
と
な

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
実
際
に
見
た
ま
ま
を
書
い
た
作
品
で
は
な
い
。
し
か
も
、
農
学
校
の

教
員
も
生
徒
も
全
く
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
国
語
詩
の
段
階
で
、
実
体
験
に
基

づ
き
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
虚
構
化

・
物
語
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
事
実
に
基
づ
い

て
い
た
と
思
え
る
の
は
、
農
婦
た
ち
が
さ
ん
さ
踊
り
の
練
習
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
踊
り
が

ぴ
た
り
と
止
ま

っ
た
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
踊
り
が
止
ま

っ
て
し
ま

っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
主
事
が
想
像
す
る
と
お
り
だ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
に
く
い
。
同
支
部
で
働
い
て
い
た

千
葉
嘉
に
よ
れ
ば
、
「人
夫
た
ち
が
午
前
十
時
に
休
む
時
間
が
十
五
分
あ
り
、
そ
の
時
間
を
利
用

し
て
踊
り
の
練
習
を
し
た
の
で
、
畑
の
中
で
休
ん
だ
の
で
す
。
午
後
に
も
三
時
に
十
五
分
の
休
憩

が
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
練
習
し
た
の
で
す
」
と
の
こ
と
な
の
で

（島
田

・
前
掲
）
、
た
ま
た

ま
十
五
分
の
休
憩
時
間
が
終
わ

っ
た
か
ら
踊
り
の
練
習
も
終
わ

っ
た
だ
け
だ
と
い
う
の
が
、
即
物

的
で
は
あ
る
が
、
最
も
事
実
に
近
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。

こ
れ
が
、
文
語
詩
化
の
段
階
で
、
視
点
人
物
は
主
事
を
離
れ
た
第
三
者
、
す
な
わ
ち
こ
こ
を
訪

れ
た
賢
治
の
も
の
に
近
く
な
り
、
技
手
の
役
割
も
大
き
く
な

っ
て
、
農
婦
た
ち
に
踊
り
の
練
習
を

す
る
よ
う
に
け
し
か
け
、
ま
た
、
「所
長
中
佐
」
の
姿
を
認
め
た
た
め
に
そ
れ
を
や
め
る
よ
う
に

命
令
を
し
た
と
い
う
風
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
虚
構
化
が
進
ん
だ
の
か
実
体
験
に
近
づ
い
た

岩手県立農業大学校の桜並木
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の
か
は

一
概
に
言
え
ず
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
事
実
で
あ

っ
た
の
か
も
詮
索
し
に
く

い
が
、
確

か
な
こ
と
は
文
語
詩
化
の
段
階
で

「所
長
―
技
手
―
農
婦
」
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
社
会
構
造

が
は

っ
き
り
と
描
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
取
材
時
の
賢
治
は
知
ら
な
か

っ
た
こ
と
だ
が
、
舞
台
と
な

っ
た
軍
馬
補
充
部
六
原

支
部
は
大
正
十
四
年
十
月
三
十
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
る

（島
田
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
六
原
支
部
の

廃
止
は
大
正
十
四
年
四
月
十
五
日
の

『岩
手
日
報
』
で
、
初
め
て
報
知
さ
れ
た
と

い
う
）
。
賢
治

は

「春
と
修
羅
　
第
二
集
補
遺
」
の

「
〔朝
日
が
青
く
】

（ヨ
一六
八
　
種
山
ヶ
原
　
一
九
二
五
、

七
、　
一
九
、」
の
発
展
改
作
形
）
で
、
六
原
支
部
の
廃
止
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

軍
馬
補
充
部
の
六
原
支
部
が

来
年
度
か
ら
廃
止
に
な
れ
ば

〔約
三
字
空
白
〕
産
馬
組
合
が

払
ひ
下
げ
る
か
借
り
る
か
し
て

そ
れ
を
継
承
す
る
の
だ
け
れ
ど
も

組
合
長
の
高
清
は

き
れ
い
に
分
け
た
白
髪
を

片
手
で
そ

っ
と
な
で
な
が
ら

ひ
と
つ
無
償
で
ね
が
ひ
た
い

わ
れ
わ
れ
産
馬
家
と
い
ふ
も
の
は

政
策
上
か
ら
奨
励
さ
れ
て

間
に
も
合
は
な
い
こ
の
事
業
を

三
十
年
も
や
っ
て
き
た

さ
う
し
て
そ
れ
を
や
っ
た
も
の
は

み
ん
な
貧
乏
し
て
ゐ
る
と

さ
う
い
ふ
こ
と
を
陳
情
す
る

昭
和
に
な

っ
て
国
語
詩
を
書
き
直
し
た
賢
治
、
そ
し
て
文
語
詩
と
し
て
書
き
改
め
た
賢
治
は
、

も
ち
ろ
ん
六
原
支
部
の
廃
止
も
、
農
民
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
影
響
を
受
け
た
か
も
知

っ
て
い
た
は
ず
だ
。
「胸
高
く
」
を
、
佐
藤
浩
子

（前
掲
）
が
言
う
よ
う
に
、
馬
上
の
中
佐
を
表

し
た
言
葉
で
あ
る
と
解
釈
す
る
と
、
彼
ら
三
者
の
立
場
は
、
い
っ
そ
う
解
り
や
す
く
な
る
。
す
な

わ
ち
姿
勢
正
し
く
馬
上
に
い
る
中
佐
。
中
佐
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
も
農
婦
た
ち
と
接
す
る
立
場

に
あ
る
技
手
。
そ
し
て
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
ひ
れ
伏
し
、
ひ
ざ
ま
ず
き
、
身
動
き
す
ら
し
な
い
農

婦
た
ち
…

「軍
馬
補
充
部
主
事
」
の
文
体
と
内
容
か
ら
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
と
の
み
読
ま
れ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
岩
手
の
農
民
と
そ
の
社
会
的
な
位
置
が
し
っ
か
り
と
刻
印
さ
れ
た

作
品
だ
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
う
。

４７
　
〔う
か
ら
も

て
台
地

の
雪
に
〕

①
う
か
ら
も
て
台
地
の
雪
に
、　
　
　
　
　
　
部
落
な
せ
る
そ
の
杜
勁
し
。

②
曙
人
、
凋
り
く
る
児
ら
を
、　
　
　
　
　
　
弯
窪
ぞ
光
り
て
覆
ふ
。

ヨ
叩ヽ
江

う
か
ら

「
や
か
ら
」
と
同
意
。
親
族
の
こ
と
。

曙
人
、
馬
り
く
る
児
ら
　
曙
人
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
は
遠
つ
親
、
つ
ま
り
先
祖
の
こ
と
。
下
書
稿
０

で
は
、
「と
も
す
れ
ば
遠
き
曙
人
ら
に
／
返
ら
ん
と
そ
の
血
は
た
ぎ

つ
」
で
完
結
し
て
い
た

の
で
、
「遥
か
昔
の
祖
先
た
ち
の
生
活
に
も
ど
ろ
う
」
と
い
っ
た
意
味
を
込
め
た
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『新
語
彙
辞
典
』
で
は
、
「凋
」
を
字
義
通
り

「た
よ
る
」
と
解
し
て
、

「う
か
ら

（親
族
）
の
曙

（夜
明
け
）
を
も
た
ら
し
た
人

（
つ
ま
り
大
先
祖
）
が
凋
り
く
る

（頼

っ
て
く
る
）
多
く
の
子
ら
を
、
あ
た
か
も
天
が
慈
愛
の
光
で
お
お
う
よ
う
に
守

っ
て
い

る
」
（
（　
）
内
は
原
文
ど
お
り
）
と
訳
し
て
い
る
。
が
、
賢
治
は
下
書
稿
日
～
口
で
は

「憑
」
の
字
を
使

い
、
定
稿
で
の
み

「凋
」
の
字
を
使

っ
て
い
る
。
『新
校
本
全
集
』
で
は
、

下
書
稿
段
階
で
の

「憑
」
の
字
を

「馬
」
の
誤
り
だ
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
逆
を
考

え
る
こ
と
も

で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
定
稿

の
み
が
書
き
誤
り
で
、
賢
治
が

「憑
」
と
書
く

つ
も
り
で
い
た
と

い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
し
、
「憑
」
で
あ

つ
た
と
す
れ

ば
、
「
の
り
う

つ
る
」
の
意
が
あ
る
の
で
、
田
口
昭
典

（後
掲
）
の
よ
う
に
、
「曙
人
」
を
東

北
人
の
祖
先
で
あ
る
縄
文
人
で
あ
る
と
解
し
、
「
」
の
部
落
に
は
、
遠
い
人
類
の
祖
先

（原

人
あ
る
い
は
縄
文
人
）
が
の
り
移

っ
た
よ
う
な
児
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
」
父
　
）
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内
は
原
文
ど
お
り
）
と
解
せ
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
の
立
場
も
こ
れ
に
近
い
。
賢
治
は

「
一

〇
六
　
〔
日
は
ト
パ
ー
ズ
の
か
け
ら
を
そ

ゝ
ぎ
〕

一
九
二
四
、
五
、　
一
八
、」
の
手
入
れ
段

階
で
、
「沼
は
む
か
し
の
ア
イ
ヌ
の
も
の
で
／
岸
で
は
鏃
も
石
斧
も
と
れ
る
」
と
書
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
東
北
の
先
住
民
が
ア
イ
ヌ
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
賢
治
は

人
々
に
ア
イ
ヌ
の
魂
が
の
り
う

つ
っ
た
状
況
を
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

大
意

雪
の
積
も

っ
た
台
地
に

一
族
が
集
ま
り
、
集
落
を
な
し
た
そ
の
森
が
動
く
見
え
て
い
る
。

遠
い
祖
先
の
血
を
ひ
き
、
魂
も
乗
り
移

っ
た
子
供
た
ち
を
、
天
空
か
ら
降
り
注
ぐ
光
が
覆

っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

モ
チ
ー
フ

岩
手
の
山
村
に
生
き
る
人
々
は
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
住

ん
で
い
た
祖
先
た
ち
は
、
き

っ
と
希
望
に
溢
れ
て
、
こ
の
地
で
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
今

こ
そ
、
そ
の
記
憶
を
甦
ら
せ
、
祖
先
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
希
望
を
持

っ
て
生
き
て
欲
し
い
。
暗

い

山
村
に
明
る
い
陽
光
が
差
し
て
い
る
様
子
か
ら
、
賢
治
は
そ
の
集
落
に
も
天
か
ら
の
恵
み
が
降
り

注
い
で
い
る
こ
と
を
感
じ
、
原
始
共
産
制
的
な
、
つ
ま
り
政
治
的
抑
圧
や
経
済
的
格
差
と
は
無
縁

の
社
会
を
幻
視
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

評
釈

黄
罫

（２６
０
行
）
詩
稿
用
紙
の
裏
に
書
か
れ
た
下
書
稿
０
、
そ
の
余
白

に
下
書
稿
０
、
黄
罫

（２２
０
行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿
０
、
定
稿
の
四
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

先
行
研
究
に
岡
井
隆

「
「文
語
詩
稿
」
の
意
味
」

「
文
語
詩
人

｛呂
沢
賢
治
』
・
平
成
二
年
四
月

・
筑
摩
書
房
）
、
田
口
昭
典

「文
語
詩
に
見
る
縄
文
」

「
縄
文
の
末
裔

・
宮
沢
賢
治
』
・
平
成
五
年

五
月

・
無
明
舎
）
、
島
田
隆
輔

「宮
沢
賢
治

・
文
語
詩
稿
五
十
篇
／
〈
詩
系
譜
〉
の
論

へ

（下
）

〔翔
け
り
ゆ
く
冬
の
フ
エ
ノ
ー
ル
〕
試
注
か
ら
」
「
論
破
宮
沢
賢
治
２
』
・
平
成
十

一
年
三
月

・
中

四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
水
上
勲

「宮
沢
賢
治
文
語
詩
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
亀
帝
塚
山

大
学
人
文
科
学
部
紀
要
１
７

平
成
十

一
年
十

一
月

・
帝
塚
山
大
学
人
文
科
学
部
）
な
ど
が
あ

Ｚθ
。島

田
隆
輔

（前
掲
）
は
、
「文
語
詩
未
定
稿
」
の

「
〔洪
積
の
台
の
は
て
な
る
ど

の
原
稿
の
裏

面
に
本
作
の
下
書
稿
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
関
連
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
を
延

長
し
て
い
く
と
、
コ
洪
積
の
台
の
は
て
な
る
】

に

「鍛
冶
町
」
や

「教
諭
白
藤
」
が
出
て
く
る

こ
と
か
ら
、
賢
治
が
独
居
自
炊
し
た
桜
の
宮
沢
家
別
荘
あ
た
り
が
舞
台
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
そ
う
だ
。
ま
た
、
「文
語
詩
未
定
稿
」
の

「
〔館
は
台
地
の
は
な
な
れ
ば
】

に
、
桜
の
別
荘

を

「台
地
の
と
っ
ば
な
」
と
書
い
て
い
る
例
が
あ
り
、
岡
井
隆

（前
掲
）
も

「
〔う
か
ら
も
て
台

地
の
雪
に
】

に
つ
い
て
、
「宮
沢

一
族
の
こ
と
を
頭
に
う
か
べ
て
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

（勝

手
に
）
解
釈
し
て
い
る
」
父
　
）
内
は
原
文
ど
お
り
）
と
す
る
。
た
だ
、
宮
沢

一
族
が
桜
に
集
ま

っ
て
住
ん
で
い
た
と
い
う
の
は
実
際
と
合
わ
な
い
し
、
花
巻
全
体
を

「部
落
」
と
解
釈
す
る
の
も

た
め
ら
わ
れ
る
。
宮
沢
家
に
生
ま
れ
て
く
る
人
達
を
祝
福
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
も
、
賢
治

の
日
頃
の
言
動
か
ら
す
る
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
作
品
の
取
材
地
を
花
巻
以
外
に
も
広
げ
て
み
る
と
、
本
作
と
共
通
し
た
言
葉
や
状
況
の

あ
る

『春
と
修
羅
　
第
二
集
』
の

「七
五
　
北
上
山
地
の
春
　
一
九
二
四
、
四
、
二
〇
、」
を
、

先
行
作
品
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
賢
治
は
大
正
十
三
年
四
月
、

種
馬
検
査
を
見
学
す
る
た
め
に
、
ま
だ
雪
の
残
る
外

山
高
原
を
夜
通
し
歩
き
、
外
山
に
あ

っ
た
岩
手
県
種

畜
場
を
訪
ね
た
が
、
そ
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
国
語

詩
の
最
終
形
態
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

雪
沓
と
ジ
ュ
ー
ト
の
脚
絆

白
樺
は
焔
を
あ
げ
て

熱
く
酸

っ
ぱ
い
樹
液
を
噴
け
ば

こ
ど
も
は
と
ん
び
の
歌
を
う
た

っ
て

狸
の
毛
皮
を
収
穫
す
る

打
製
石
斧
の
か
た
ち
し
た

柱
の
列
は
煤
で
ひ
か
り

高
く
け
は
し
い
屋
根
裏
に
は

種馬検査所があった外山 (蛇塚)の平地
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い
ま
朝
餐
の
青
い
け
む
り
が
い
っ
ぱ
い
で

大
迦
藍
の
ド
ー
ム

（弯
窪
）
の
や
う
に

一
本
の
光
の
棒
が
射
し
て
ゐ
る

そ
の
な
ま
め
い
た
光
象
の
底

つ
め
た
い
春
の
う
ま
や
で
は

か
れ
草
や
雪
の
反
照

明
る
い
丘
の
風
を
恋
ひ

馬
が
蹄
を
ご
と
ご
と
鳴
ら
す

台
地
と
山
地
で
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
が
、
そ
の
他
に
関
し
て
は
、
ま
ず
季
節
が

一
致
し
て
お
り
、

「打
製
石
斧
」
と

い
う
語
も
、
文
語
詩
の

「曙
人
」
や
、
文
語
詩
の
下
書
稿
０
で

「原
人
の
」
と

書
き
か
け
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
そ
う
だ
。　
一
本
の
光
が

「弯
窪
」
の
中
に
降
り
注
ぐ
よ
う
に
差

し
込
ん
で
い
る
の
は
、
「弯
窪
」
の
語
で
空
全
体
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
文
語
詩
と
は

少
々
ズ
レ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
詩
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。

朝
に
な

っ
て
外
山
の
集
落
に
た
ど
り

つ
い
た
賢
治
は
、
そ
の
裕
福
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
暮
ら

し
ぶ
り
、
何
世
代
に
も
渡

っ
て
馬
と
共
に
暮
ら
し
、
今
日
も
何
世
代
も
前
の
人
々
と
同
じ
よ
う
な

朝
食
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
彼
ら
の
生
活
に
目
が
向

い
た
の
だ
ろ
う
。

秋
枝
美
保

（「起
源

へ
の
遡
行
」
二
宮
沢
賢
治
　
北
方

へ
の
志
向
∵

平
成
八
年
九
月

・
朝
文

社
）
に
よ
れ
ば
、
『岩
手
日
報
』
（大
正
十

一
年
七
月
十
日
）
に
掲
載
さ
れ
た

「
ス
ケ
ッ
チ
の
旅
」

に
、
「あ
る
山
間
で
の
生
活
風
景
が
、
「原
始
時
代
其
儘
な
自
給
自
足
の
生
活
」
と
い
う
見
出
し
で

報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
々
は
、
「橡
の
実
」
を
食
料
と
し
て
お
り
、
記
者
が
通
り
か

か

っ
た
と
き

「山
男
の
様
な
巨
漢
達
」
が
、
「地
慣
し
」
を
し
た
り
、
粘
土
を
運
ん
だ
り
、
樹
を

切

っ
た
り
し
て
、
「炭
焼
か
ま
」
を
築

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
光
景
に
つ
い

て
、
記
者
は
、
「先
住
民
族
の
片
影
Ｈ
　
私
は

一
種

の
幻
減

の
悲
哀
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
Ｌ

と
あ

っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
賢
治
が
こ
の
記
事
に
お
け
る

「原
始
時
代
」
や

「先

住
民
族
」
と
い
っ
た
言
葉
に
影
響
さ
れ
た
と
ま
で
言
う

つ
も
り
は
な
い
が
、
町
に
住
む
新
聞
記
者

に
と

っ
て
山
村
の
生
活
が
そ
の
よ
う
に
見
え
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
町
に
住
ん
で
い
た
賢
治
に

も
、
彼
ら
の
生
活
は

「曙
人
」
を
思
わ
せ
る
も
の
に
映

っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
る
と
、
原
始
共
産
制
下
で
は
、
生
産
力
こ
そ
低
く
て
も
搾
取
の
可
能
性

も
低
か

っ
た
た
め
、
政
治
的
抑
圧
や
経
済
的
格
差
も
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
、
「曙
人
」

の
住
ん
で
い
た
頃
の
山
村
は
、
生
活
こ
そ
豊
か
で
な
く
て
も
、
平
和
で
安
定
し
た
社
会
を
維
持
で

き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
産
力
が
低
い
ま
ま
に
近
代
日
本
の
政
治
体
制

・
経
済
体
制
に

巻
き
込
ま
れ
た
山
村
は
、
今
ま
で
に
経
験
す
る
こ
と
の
な
か

っ
た
貧
し
さ
、
厳
し
さ
を
経
験
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
本
作
に
は
、
太
古
の
祖
先
た
ち
の
生
活
を
賛
美
す
る
中
に
、
近
代
日
本

へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。

４８
　
〔残
丘
の
雪
の
上
に
〕

①
残
丘
の
雪
の
上
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
す
じ
う
か
ぶ
雲
あ
り
て
、

誰
か
は
知
ら
ね
サ
ラ
ア
な
る
、
　
　
　
　
　
女
の
お
も
ひ
を
う
つ
し
た
る
。

②
信
を
だ
に
な
ほ
装
へ
る
、　
　
　
　
　
　
　
よ
り
よ
き
生
へ
の
こ
の
ね
が
ひ
を
、

な
に
と
て
き
み
は
さ
と
り
得
ぬ
と
、
　
　
　
し
ば
し
う
ら
み
て
消
え
に
け
り
。

語
江ヽ

残
丘
　
古
い
山
地
は
浸
食
作
用
に
よ

っ
て
長
い
間
に
平
坦
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
が

（準
平
原
）
、

浸
食
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
に
突
起
し
た
丘
陵
が
残

っ
た
も
の
を
残
丘
と
い
う
。
モ
ナ
ド

ノ
ッ
ク
と
は
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
に
あ
る
山
の
名
前
で
、
こ
れ
が
地
形
学

の
用
語
と
も
な

っ
て
い
る
。
本
作
で
は
、
蛇
紋
岩
で
で
き
て
い
た
た
め
に
浸
食
さ
れ
な
か

っ

た
北
上
山
地
の
最
高
峰
で
あ
る
早
池
峰
山

（
一
九

一
七

ｍ
）
を
モ
ナ
ド
ノ
ッ
ク
と
呼
ん
で
い

２
つ
。

サ
ラ

ア
　
先
行
作
品

で
あ

る

国
語
詩

コ
う
す
く
濁

っ
た
浅
葱

の
水

が
】

の
下
書
稿

に

「俸
給
生
活
者
」
の
ル
ビ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
作
の
モ
デ
ル
と
な

っ
た
女
性
が
、
当
時
、

サ
ラ
リ
ー

（ウ
ー
）
マ
ン
で
あ

つ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
『新
修
宮
沢
賢
治

全
集
』
の

「語
註
」
で
は
、
「旧
約
聖
書
に
出
る
絶
世
の
美
女
サ
ラ
ー

（ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
異

母
妹
に
し
て
妻
、
イ
サ
ク
の
母
）
を
も
連
想
し
た
も
の
か
」
と
あ
り
、
濱
下
昌
宏

（後
掲
）

も
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
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大
意

残
丘
と
さ
れ
る
早
池
峰
山

の
雪
の
上
に
、
二
筋

の
う
か
ぶ
雲
が
あ
り
、

誰
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
俸
給
生
活
者
で
あ
る
女
性

の
思

い
が
映

っ
て
い

る
よ
う
だ
。

「自
ら

の
信
仰

で
あ
る
と
さ
え
装

っ
て
、
よ
り
よ

い
人
生
を
実
現
し
よ
う
と
思
う

こ
の
願

い

た

τ

、

ど
う
し
て
あ
な
た
は
わ
か

っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
、
し
ば
ら
く
恨
み
ご
と
を
言

っ

た
か
と
思
う
と
消
え
て
し
ま

っ
た
。

モ
チ
ー
フ

自
ら
の
信
仰
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
賢
治
に
従
お
う
と
し
た
女
性
が
い
た
。
本
作
は
、　
一
見
す

る
と
、
彼
女
を
批
判
し
た
作
品
に
も
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
は
賢
治
も
信
仰
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し

て
彼
女
の
求
愛
を
拒
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
五
十
歩
百
歩
で
あ

っ
た
。
早
池
峰
に
浮

か
ぶ
雲
を
見
な
が
ら
、
彼
女
の
気
持
ち
、
そ
し
て
自
分
の
気
持
ち
を
冷
静
に
考
え
直
し
て
い
る
時

の
作
品
で
あ
ろ
う
。

評
釈

先
行
作
品
で
あ
る

「春
と
修
羅
　
第
三
集
」
の
国
語
詩
、
ョ

ｏ
三
九
　
〔う
す
く
濁

っ
た
浅
葱

の
水
が
〕

一
九
二
七
、
四
、　
一
八
、」
の
下
書
稿
が
書
か
れ
た
既
使
用
黄
罫

（２４
０
行
）
詩
稿
用

紙
の
表
に
書
か
れ
た
下
書
稿
０
と
定
稿
の
二
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

先
行
研
究
に
は
小
沢
俊
郎

「文
語
詩
に
現
れ
た
恋
愛
観
」
「
四
次
元
７０
』
．
昭
和
三
十

一
年
四

月

・
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
岡
井
隆

「サ
ラ
ア
な
る
女
」
、
「サ
ラ
ア
な
る
女
の
伝
説
」
亀
文
語
詩

人
　
宮
沢
賢
治
』
・
平
成
二
年
四
月

・
筑
摩
書
房
）
、
島
田
隆
輔

「宮
沢
賢
治

・
文
語
詩
稿
五
十
篇

／
〈
詩
系
譜
〉
の
論

へ

（下
）

〔翔
け
り
ゆ
く
冬
の
フ
エ
ノ
ー
ル
〕
試
注
か
ら
」
「
論
破
宮
沢
賢

治
２
』
・
平
成
十

一
年
三
月

・
中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
澤
田
由
紀
子

「新
た
な
方
法

へ
の
模

索

｛呂
沢
賢
治

「文
語
詩
稿
」
考
」
（『宮
沢
賢
治
研
究

＞
目
ｃ
”【
〓２

ｏ
平
成
十
二
年
三
月

・
宮

沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
）
、
久
保
田
恵
子

「
〔残
丘
の
雪
の
上
に
】

（『宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
　
第
二
集
∵

平
成
十
二
年
九
月

・
柏
プ
ラ
ー
ノ
）、
濱
下
昌
宏

「賢
治
と
女
性

（３
）

文
語
詩
に
見
る

〈
女
た
ち
〉
へ
の
眼
差
し
」
亀
妹
の
力
と
そ
の
変
容
　
女
性
学
の
試
み
』

・
平
成
十
四
年
三
月

ｏ
近
代
文
芸
社
）
な
ど
が
あ
る
。

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
小
笠
原

（旧
姓

・
高

瀬
）
露
で
あ
ろ
う
。
独
居
自
炊
時
代
の
賢
治
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
と
さ
れ
、
「聖

女
の
さ
ま
し
て
ち
か
づ
け
る
も
の
／
た
く
ら
み
す
べ
て
な
ら
ず
と
て
／
い
ま
わ
が
像
に
釘
打
つ
と

も
」
亀
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
Ｌ

と
い
う
詩
句
の
モ
デ
ル
だ
と
も
言
わ
れ
る
女
性
で
あ
る
。

Д
う
す
く
濁
っ
た
浅
葱
の
水
が
】

の
下
書
稿
０
に
は

「
シ
ョ
ー
の
階
級
」
と
あ
り
、
『新
語
彙

辞
典
』
で
は
、
こ
れ
を

「日
本
の
軍
隊
の
将
官

（大
、
中
、
小
）
階
級
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
露
が
小
学
校
の
訓
導
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

「小
」
を
取

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
こ
れ
を
下
書
稿
０
で
は

「俸
給
生
活
者
」
と
改
め
、
更
に
文
語
詩
で
は

「サ
ラ
ア
」
と
し
、

い
ず
れ
も
相
手
を
特
定
さ
せ
な
い
よ
う
に
ぼ
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
国
語
詩
下
書

稿
の
段
階
で

「女
」
「女
た
ち
」
「人
た
ち
」
と
様
々
に
迷
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
相
手
を
特
定
さ

せ
な
い
た
め
の
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ヘ
の
配
慮
や

照
れ
隠
し
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
、
賢
治
が
事
実
を
特
定
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
出
し
た
い
と
い

う
思
い
と
、
特
定
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ

っ
て
広

く
読
者
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の

一
般
性

が
失
わ
れ
る
の
を
嫌
う
気
持
ち
が
半
ば
し
て
い

た
た
め
に
起
こ

っ
た
こ
と
で
は
な

い
か
と
思

つヽ
。文

語
詩
の
第
二
連
冒
頭
に
は
、
「信
を
だ
に

な
ほ
装
へ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
岡
井
隆

（前

掲
）
や
久
保
田
恵
子

（前
掲
）
は
、
露
に
宛
て

た
昭
和
四
年
の
書
簡
の
下
書

（２５２

ａ
）
に

「法

華
を
ご
信
仰
な
さ
う
で
す
が
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ

っ
た
は
ず
の
露
が
法

華
経
を
信
仰
す
る
こ
と
に
変
え
て
ま
で
賢
治
に

小舟渡 (イ ギリス海岸近辺)よ り早池峰を望む
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近
寄
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る
。
た
だ
、
ぶ
つ
す
く
濁

っ
た
浅
葱

の
水

が
ど

の
日
付
が
昭
和
二
年
四
月
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
露
が
宗
旨
を
変
え
る
よ
り
は
、

だ
い
ぶ
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
、
少
な
く
と
も
取
材
時
に
お
い
て
、
賢
治
が
露

の
こ
と
を
恋
愛
の
た
め
に
宗
旨
を
変
え
る
人
物
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な

る
。
と
は
い
え
吉

い
段
階
の
下
書
稿
で
は
信
仰
の
テ
ー
マ
が
直
接
に
表
れ
て
い
な
い
た
め
、
従
来

の
説
の
有
効
性
は
依
然
と
し
て
保
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
「信
を
だ
に
な
ほ
装

へ
る
」
と

い
う
詩
句
を
、
「信
仰
を
装

っ
て
近
づ
い
た
」
と
い
う
意
味
に
捉
え
直
せ
ば
、
昭
和
三
年
段
階
で

の
賢
治
の
言
葉
で
あ

っ
た
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

森
荘
已
池
は
、
賢
治
が

「私
は
レ
プ
ラ
だ
」
と
言

っ
て
、
露
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
が
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
の
露
は
逆
に
殉
教
的
に
な

っ
て
、
愛
情
を
か
き
た
て
る
こ
と
に
な

っ
た
と
書
い
て
い
る

「
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』
・
昭
和
四
十
九
年
十
月

・
津
軽
書
房
）。
当
時
の
賢
治
の
心
も
露
の
心
も
本

当
の
と
こ
ろ
は
不
明
だ
が
、
森
の
言
う
よ
う
に
露
が

「信
仰
を
装

っ
て
近
づ
い
た
」
側
面
も
、
お

そ
ら
く
は
あ

つ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
森
の
言
葉
に
曖
味
な
点
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
昭
和
四
年

以
降
の
露
に
関
す
る
出
来
事
や
印
象
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
全

く
の
虚
構
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
「信
仰
を
装

っ
て
近
づ
い
た
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
『雨
ニ
モ

マ
ケ
ズ
手
帳
』
に
お
け
る

「聖
女
の
さ
ま
し
て
ち
か
づ
け
る
も
の
」
と
い
う
言
葉
と
も
、
う
ま
く

合
致
す
る
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
露
に
対
し
て
は
批
判
的
な
記
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
作
の
狙
う
と
こ
ろ
は

「信
仰
を
回
実
に
結
婚
を
迫
る
女
」
と
し
て
の
露
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「信
仰
を
回
実
に
結

婚
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
男
」
と
し
て
の
自
分
自
身

へ
の
苦

い
自
覚
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

文
語
詩
か
ら
は
読
み
取
り
に
く
く
な

っ
て
い
る
が
、
賢
治
は
雲
を
見
な
が
ら
、
「
サ
ラ
ア
な
る
女

の
お
も
ひ
」
を
想
像
し
、
そ
の
中
に
自
分
自
身
の
姿
を
読
み
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
作
品

で
あ
る

「
〔う
す
く
濁
っ
た
浅
葱
の
水
が
ど

の
最
終
形
態
で
は
、

そ
れ
は
信
仰
と
奸
詐
と
の

ふ
し
ぎ
な
複
合
体
と
も
見
え

ま
こ
と
に
そ
れ
は

山
の
啓
示
と
も
見
え

畢
克
か
く
れ
て
ゐ
た
こ
っ
ち
の
感
じ
を

そ
の
雲
を
た
よ
り
に
読
む
の
で
あ
る

と
あ
る
。
久
保
田

（前
掲
）
は
、
「
そ
の
女
性
か
ら
、
日
頃
、
感
じ
て
い
た
も
の
が
正
し
い
か
ど

う
か
、
今
、
女
性
の
心
が
移

っ
て
い
る
そ
の
雲
を
頼
り
に
読
み
と

っ
て
い
る
」
と
す
る
が
、
「
か

く
れ
て
ゐ
た
」
で
」
っ
ち
の
感
じ
」
と
は
、
女
性
と
の
や
り
と
り
を
す
る
際
に
は
、
気
付
か
な
い

で
い
た
自
ら
の

「感
じ
」
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

賢
治
は
、
最
初
か
ら
露
と

一
緒
に
な
る
気
な
ど
な
か

っ
た
の
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
断
り
の
文
句

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
昭
和
二
年
頃
に
も
、
お
そ
ら
く
は
昭
和
四
年
に

「私
は

一
人

一
人
に

つ
い
て
特
別
な
愛
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
持
ち
ま
せ
ん
じ
持
ち
た
く
も
あ
り
ま
せ
ん
」
（小
笠
原

露
宛
書
簡
下
書

・
２５２

ａ
）
と
書

い
た
よ
う
な
言
い
方
で
、
露
を
拒
絶
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
露
が
信
仰
を
装

っ
て
近
づ
い
て
来
た
の
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
が
、
賢
治
も
、
こ

れ
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
、
や
は
り
信
仰
を
装
っ
て
断
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
賢
治
は
、
こ
れ
を

「奸

詐
」
で
あ

っ
た
と
、
今
、
雲
を
見
な
が
ら
思
い
返
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
行
作
品
の
発
展
形
で
あ
る

「雲
」
に
、
「
み
な
る
ま
こ
と
は
さ
と
れ
ど
も
／
み
の
た
く
ら
み

は
し
り
が
た
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
自
分
自
身
の
誠
に
は
気
付
い
て
も
、
自
分
自
身
が
ど

の
よ
う
な
企
み
を
そ
の
中
に
潜
め
て
い
た
か
は
な
か
な
か
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も

一
見
す
る
と

「女
」

へ
の
批
判
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
自
分
自
身

に
返

っ
て
く
る
言
葉
で
、
露
が
信
仰
と
い
う

「ま
こ
と
」
を
主
張
し
な
が
ら
恋
愛
を
成
就
さ
せ
よ

う
と

「た
く
ら
」
ん
で
い
た
の
が
確
か
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
賢
治
も
露
を
遠
ざ
け
よ
う
と
い
う

「た
く
ら
み
」
を
、
信
仰
と
い
う

「ま
こ
と
」
で
も

っ
て
隠
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
露
の

「た
く
ら
み
」
に
は
ピ
ン
と
来
た
賢
治
だ
が
、
自
分
自
身
の

「た
く
ら
み
」
に
は
気
付
か
な
か

っ

た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

賢
治
は
昭
和
六
年
七
月
七
日
、
岩
手
日
報
社
に
勤
め
て
い
た
森
荘
已
池
を
訪
ね

（以
下
、
前
掲

書
に
よ
る
）
、
「結
婚
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
伊
藤
チ
ヱ
と
の
結
婚
を
ほ
の
め
か
し
た
と

い

う
。
賢
治
と
チ
ヱ
は
、　
一
度
目
は
羅
須
地
人
協
会
時
代
の
花
巻
で
、
三
度
目
は
昭
和
三
年
六
月
に

大
島
で
会

っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
賢
治
は
友
人
の
藤
原
嘉
藤
治
に

「
お
れ
は
結
婚
す
る

と
す
れ
ば
、
あ
の
女
性
だ
な
」
と
語

っ
た
と
も
い
う
。
つ
ま
り
信
仰
を
装

っ
て
露
の
求
愛
を
断

っ

て
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
賢
治
は
チ
ヱ
と
の
結
婚
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
森
は
、
賢
治

が
チ
ヱ
と
関
わ

っ
た
時
代
が
、
露
と
関
わ

っ
た
時
期
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
ヨ

方
を
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極
力
拒
否
し
な
が
ら

一
方
を
結
婚
の
対
象
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
私
た
ち
は
、　
一
方

が
、
好
ま
し
く
な
い
女
性
で
あ
り
、　
一
方
は
好
ま
し
い
女
性
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
に
困
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
。

チ
ヱ
は

「あ
の
人
の
白

い
足
ば
か
り
み
て
い
て
、
あ
と
何
も
お
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
（森

・

前
掲
書
）
と
語
る
よ
う
な
ひ
か
え
め
な
女
性
で
、
「賢
治
が
ま
だ
起
床
し
な
い
時
間
に
訪
ね
て
き

た
り
、　
一
日
に
二
回
も
三
回
も
遠

い
と
こ
ろ
を
や

つ
て
き
た
り
す
る
」
（森

・
前
掲
書
）
と
も
書

か
れ
た
露
と
は
だ
い
ぶ
趣
が
違
う
。
賢
治
は

「新
鮮
な
野
の
食
卓
に
だ
な
、
露
の
よ
う
に
お
り
て

き
て
、
あ
い
さ
つ
を
と
り
か
わ
し
、　
一
椀
の
給
仕
を
し
て
く
れ
、
す

つ
と
消
え
去
り
、
ま
た
翌
朝

や
っ
て
く
る
と
い
っ
た
よ
う
な
女
性
な
ら
僕
は
、
結
婚
し
て
も
い
い
な
」
と
理
想
の
女
性
に
つ
い

て
語
り
、
ま
た
、
「お
れ
の
セ
ロ
の
調
子
は
ず
れ
を
な
お
し
て
く
れ
た
り
、
童
話
や
詩
を
き

い
て

く
れ
た
り
、
レ
コ
ー
ド
の
全
楽
章
を
辛
抱
強
く
か
け
て
く
れ
た
り
す
る
な
ら
申
し
分
が
な
い
」
と

も
語

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
チ
ヱ
に
こ
そ
あ
て
は
ま
り
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
賢
治
は
、
「
い
つ
亡

び
る
か
解
ら
な
い
私
で
す
し
、
そ
の
女
の
人
に
し
て
か
ら
が
、
い
つ
病
気
が
出
る
か
知
れ
た
も
の

で
は
な
い
」
と
も
森
に
語

っ
た
と
い
う
の
で

（チ
ヱ
の
兄
の
七
雄
も
胸
を
患

っ
て
い
た
た
め
、
い

つ
チ
ヱ
が
発
病
し
て
も
お
か
し
く
な
か

っ
た
）
、
同
じ
病
気
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
結
婚
を
意
識

さ
せ
た
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
が
身
を
省
み
れ
ば
、
「信
仰
と
奸
詐
と
の
／

ふ
し
ぎ
な
複
合
体
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
十
分
に
自
覚
で
き
た
は
ず
だ
と
思
う
。

賢
治
が
自
身
の
恋
愛
を
扱

っ
た
と
思
し
き
作
品
は
、
「文
語
詩
稿
　
五
十
篇
」
中
に
数
篇
含
ま

れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
空
想
的
で
、
虚
構
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
本
作
は
そ
ん
な
中
で
、

最
も
生
々
し
く
自
分
自
身
の
恋
愛
を
描
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

４９
　

民
間
薬

た
け
し
き
耕
の
具
を
帯
び
て
、

夜
に
日
を
つ
げ
る

一
月
の
、

し
ば
し
ま
し
ろ
の
露
置
け
る
、

は
じ
め
は
額
の
雲
ぬ
る
み
、

や
が
て
は
古
き
巨
人
の
、

黒
熊
の
皮
は
着
た
れ
ど
も
、

千
泥
の
わ
ざ
に
身
を
わ
び
て
、

す
ぎ
な
の
畔
に
ま
ど
ろ
め
ば
、

鳴
き
か
ひ
め
ぐ
る
む
ら
ひ
ば
り

石
の
匙
も
て
出
で
き
た
り
、

ネ
プ
ウ
メ
リ
て
ふ
草
の
葉
を
、　
　
　
　
　
薬
に
食
め
と
を
し

へ
け
り
。

語
注

黒
熊
　
北
海
道
に
生
息
す
る
ク
マ
。
本
州
に
生
息
す
る
の
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
あ
る
か
ら
、
作
品

の
モ
デ
ル
こ
そ
農
作
業
を
し
て
い
た
賢
治
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
の
舞
台
と
し
て

は
北
海
道
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
花
巻
温
泉
の
動
物
園
に
は
雄

雌
二
頭
の
ヒ
グ
マ
が
飼
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

干
泥
の
わ
ざ
　
「
ひ
ど
ろ
」
と
読
み
、
湿
田
の
こ
と
を
言

っ
た
の
だ
ろ
う
。
干
泥
は

一
般
的
な
熟

語
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
岩
手
郡
雫
石
町
に
御
明
神
干
泥
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
福
島
県
に

は
干
泥
温
泉
と
い
う
の
も
あ
る
。
下
書
稿
に
は

「水
田
の
わ
ざ
」
と
も
あ
り
、
「春
と
修
羅

第
二
集
」
の

「
一
九
　
塩
水
撰

・
浸
種
　
一
九
二
四
、
三
、
三
〇
、」
に
は

「乾
田
」
と

対
比
さ
せ
て

「湿
田
」
が
登
場
し
て
い
る
。
雑
誌
発
表
形
で
は

「卑
泥
」
の
字
を
宛
て
て
い

る
が
、
江
戸
時
代
の
会
津
で
書
か
れ
た

『会
津
農
書
』
（佐
瀬
与
次
右
衛
門
）
に
よ
れ
ば
、

「
卑
泥
田
」
と
は
常
に
水
が
流
れ
込
む
よ
う
な
低
地
に
あ
る
田
ん
ぼ
を
指
す
」
翁
冬
水
田
ん

ぼ
の
歴
史

（ｌ

ｏ
２
と

・
板
川
信
弘

・
「稲
と
雑
草
と
白
鳥
と
人
間
と
」

Ｆ
Ｃ
ミ
ｕ
鶴
″
【メ

く
”府
く
”府
８
一１
ぎ
Ｆ
い
じ
■

平
成
十
六
年

一
月

一
九
日
、
二
月
十
四
日
）
と
の
こ
と
。
賢
治

は
羅
須
地
人
協
会
時
代
に
稲
を
作

っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
小
原
忠

（後
掲
）
に
よ
れ
ば
、
花

巻
農
学
校
の

「
田
は
灌
漑
路
の
末
端
に
あ
る
た
め
水
の
切
れ
る
こ
と
が
屡
々
あ
」
り
、
「水

田
担
当
の
賢
治
は
昼
も
夜
も
上
流
に
出
掛
け
て
水
引
に
苦
労
し
た
」
。
「お
そ
ら
く
こ
の
詩
は

夜
通
し
の
疲
労
で
ま
ど
ろ
ん
だ
自
分
の
夢
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊

藤
光
弥

（後
掲
）
は
大
正
十
五
年
八
月
の
北
上
川
の
増
水
や
昭
和
二
年
四
月
の
氾
濫
の
際

に
、
賢
治
の
畑
も
冠
水
し
、
そ
の
復
旧
作
業
に
あ
た
っ
た
時
の
思
い
を
込
め
て
本
作
が
成
立

し
た
と
考
え
る
。
具
体
的
な
事
実
は
特
定
で
き
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
両
説
を
参
考

と
し
て
挙
げ
る
に
留
め
た
い
。

額
の
雲
ぬ
る
み
　
難
解
な
表
現
で
、
伊
藤

（後
掲
）
は

「
「お
で
こ
」
の
よ
う
な
形
の
雲
を
表
現

し
た
も
の
か
」
と
す
る
。
ま
た
、
「春
と
修
羅
　
第
三
集
」
の

「野
の
師
父
」
に
は
、
「あ
な

た
の
額
は
雨
や
日
や
／
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
の
図
式
を
刻
み
」
と
い
う
句
の
後
で
、
ヨ

瞬
あ
な

た
の
額
の
上
に
／
不
定
な
雲
が
う
か
び
出
て
／
ふ
た

ゝ
び
明
る
く
晴
れ
る
の
は
」
と
あ
り
、
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困
惑
し
た
表
情
の
意
味
に
用
い
る
例
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
寝
こ
ろ
ん
だ
時
に
額
の
あ
た
り

に
見
え
た
雲
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
ぬ
る
み
」
は
、
融
け
る
よ
う
に
形
を
変

え
た
の
だ
と
解
し
た
い
。

古
き
巨
人
　
夢
の
中
に
現
れ
た
い
に
し
え
の
大
男
。
下
書
稿
０
に

「お
ほ
び
と
」
と
ル
ビ
を
振

っ

て
い
る
が
、
定
稿
で
も
音
数
の
関
係
か
ら
そ
う
読
ま
せ
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
田
口
昭
典

（後
掲
）
は

「東
北
地
方
の
先
住
民
」
、
「縄
文
人
の
師
夫
」
を
、
天
沢
退
二
郎

（後
掲
）
は

「山
の
神
」
だ
と
し
、
「
そ
の
前
身
は
熊
で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
王
敏

（後
掲
）
は
、
中
国

由
来
の
農
業
の
神
で
あ
る
神
農
を
見
て
い
る
。
「春
と
修
羅
　
第
二
集
」
の

「九
九
　
〔鉄
道

線
路
と
国
道
が
〕

一
九
二
四
、
五
、　
三
ハ
、」
に
、
で
」
の
国
に
昔
か
ら
棲
ん
で
ゐ
る
／
三

本
鍬
を
か
つ
い
だ
巨
き
な
人
が
」
と
あ
り
、
本
作
と
の
発
想
の
近
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
か

ら
、
田
口
説
に
最
も
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
コ
鉄
道
線
路
と
国
道
が
】

の

二
日
後
の
日
付
が
あ
る

「
一
〇
六
　
〔
日
は
ト
パ
ー
ズ
の
か
け
ら
を
そ

ゝ
ぎ
〕

一
九
二
四
、

五
、　
一
八
、」
の
下
書
稿
０
に
は
、
「そ
こ
に
棲
む
古
い
鬼
神
の
気
癖
を
稟
け
て
」
や
、
「鏡

の
面
に
ひ
と
り
の
鬼
神
も
の
ぞ
い
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
句
が
あ
り
、
手
入
れ
段
階
で

「
ひ
と

り
の
鬼
神
」
は

「
ひ
と
り
の
ア
イ
ヌ
」
に
、
ま
た

「沼
は
む
か
し
の
ア
イ
ヌ
の
も
の
で
／
岸

で
は
鏃
も
石
斧
も
と
れ
る
」
と
い
っ
た
手
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

っ
て
い
る

（下
書
稿
０
で

「
ア
イ
ヌ
」
が

「薬
又
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
代
イ
ン
ド
の

半
神
半
鬼
で
あ
る

「夜
叉
」
の
こ
と
で
、
残
念
な
が
ら
薬
草
と
の
関
係
は
な
さ
そ
う
だ
）
。

賢
治
は
こ
の
日
の
午
後
十
時
か
ら
農
学
校
の
生
徒
を
連
れ
て
北
海
道

へ
の
修
学
旅
行
に
旅
立

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
賢
治
が
旅
行
後
に
学
校

へ
提
出
し
た

コ
修
学
旅
行
復
命
書
ご

に
よ
れ
ば
、
北
海
道
大
学
の
植
物
園
博
物
館
で
、
「道
産
の
大
な
る

黒
熊
の
剥
製
」
を
見
、
「
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
標
本
」
を
見
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

梅
木
万
里
子
に
よ
れ
ば

（「
北
海
道
修
学
旅
行
」
に
つ
い
て
の
新
資
料
と
そ
の
意
義
」
二
弘

前

・
宮
沢
賢
治
研
究
会
誌
７
』
・
平
成
二
年
十
二
月

・
弘
前

ｏ
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
修
学
旅

行
に
同
行
し
た
白
藤
慈
秀
の
日
記
に
、
白
老
で
ア
イ
ヌ
酋
長
宅
を
訪
ね
、
熊
祭
り
の
由
来
や

使
用
道
具
な
ど
の
説
明
を
受
け
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
賢
治
の
ア
イ
ヌ

に
対
す
る
関
心
が
深
か

っ
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
本
作

に
お
け
る

「古
き
巨
人
」
が
、
東
北
の
先
住
民
で
あ

っ
た
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
な

が
ら
書
い
た
と
し
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
太
古
で
あ

っ
て
も
東
北
に

ヒ
グ
マ
が
生
息
し
て
い
な
か

っ
た
の
は
現
在
と
同
じ
で
、
舞
台
ま
で
も
が
東
北
で
あ

っ
た
と

は
断
言
し
に
く

い
。
た
だ
、
ネ
プ
ウ
メ
リ
と

い
う

ア
イ
ヌ
風
の
語
を
使

っ
た

（造
語
し

た
？
）
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
、
敢
え
て
彼
ら
の
多
く
が
住
む

北
海
道
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
と
し
て
ヒ
グ
マ
を
持
ち
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ネ
プ
ウ
メ
リ
　
通
称

・
学
名
と
も
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
見
つ
か

っ
て
お
ら
ず
、
田
口

（後
掲
）

は
ネ
ペ
ン
テ
ス
と
い
う
英
名
を
持

つ

「
ウ
ツ
ボ
カ
ズ
ラ
」
を
、
伊
藤

（後
掲
）
は
ネ
ペ
ン
テ
と
い

う
ワ
イ
ン
飲
料
に
使

っ
た
ボ
リ
ジ
と
呼
ば
れ
る
ハ
ー
ブ
、
ま
た
ア
ヘ
ン
を
意
味
し
た
可
能
性
に
つ

い
て
も
考
え
て
い
る
。　
一
方
、
赤
田
秀
子

（後
掲
）
は
文
語
詩
の
内
容
に
似
通

っ
た
ア
イ
ヌ
の
伝

承
を
持
ち
、
ヌ
ペ
草
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
ギ
ョ
オ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
で
は
な

い
か
と
す

る
。
興
味
深
い
説
だ
が
、
夢
の
中
の
話
に
必
ず
し
も
リ
ア
リ
テ
ィ
は
必
要
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、

ギ
ョ
オ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
が
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
敢
え
て

（？
）
別
の
造
語
で
言

い
換
え
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
と
、
モ
デ
ル
探
し
は
あ
く
ま
で
参
考
程
度
に
留
め
て
お
く

べ
き
な
の
か
と
も
思
う
。

大
意

猛
々
し
い
農
耕
具
を
身
に
備
え
、
ヒ
グ
マ
の
皮
で
で
き
た
服
を
着
て
は
い
る
け
れ
ど
、

夜
も
昼
も
な
い
ほ
ど
に
働
い
た
こ
の

一
ヶ
月
間
、
さ
す
が
に
農
作
業
で
身
体
は
疲
れ
果
て
、

し
ば
し
の
間
、
白
い
露
の
つ
い
た
ス
ギ
ナ
の
生
え
た
畦
で
う
と
う
と
し
て
い
る
と
、

ま
ず
額
の
あ
た
り
に
見
え
る
雲
が
形
を
変
え
、
ヒ
バ
リ
た
ち
の
声
が
飛
び
交

っ
て
い
る
と
思
う

う
ち
に
、

大
昔
の
巨
人
が
、
石
の
匙
を
持

っ
て
現
れ
、

ネ
プ
ウ
メ
リ
と
い
う
草
の
葉
を
、
薬
と
し
て
飲
み
な
さ
い
と
教
え
て
く
れ
た
。

モ
チ
ー
フ

童
話

「鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
倣
え
ば
、
本
作
は

「民
間
薬
の
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
が
、
労

働
に
疲
れ
た
農
夫
の
白
昼
一夢
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
話
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
心
象
ス
ケ

ッ
チ
時
代
の
創
作
哲
学
が
文
語
詩
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な



信時 哲郎 :宮澤賢治「文語詩稿 五十篇」評釈 十(39)

り
、
本
作
が
初
め
て
賢
治
が
世
に
問
う
た
文
語
詩
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
自
分
自
身
の
思
想
が

一
貫
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、
表
現
は
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
つ
も
り
が
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族

・
文
化
に
対
す
る
敬
意
と
、
そ
れ
を
衰
え

さ
せ
て
し
ま
っ
た
ヤ
マ
ト
民
族
を
相
対
化
す
る
視
点
も
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

評
釈

『女
性
岩
手
』
発
表
形
、
黄
罫

（２２
０
行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿
と
定
稿
の
三
種
が

現
存
。
『新
校
本
全
集
』
に
よ
れ
ば
、
漢
字
と
か
な
、
句
読
点

・
ル
ビ
の
有
無
を
除
け
ば
三
種
に

あ
ま
り
差
は
な
い
が
、
比
較
し
て
み
る
と
発
表
形
だ
け
が
異
質
だ
と
し
て
い
る
。
賢
治
が
最
初
に

発
表
し
た
文
語
詩
の
う
ち
の

一
つ
で
、
『女
性
岩
手
』
創
刊
号

（昭
和
七
年
八
月
十
五
日

・
多
田

保
子
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

先
行
研
究
は
小
原
忠

「
『女
性
岩
手
』
と
賢
治
作
品
」
亀
賢
治
研
究
８
』
ｏ
昭
和
四
十
六
年
八
月

・
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
吉
本
隆
明

「孤
独
と
風
童
」
、
「再
び
宮
沢
賢
治
の
系
譜
に
つ
い
て
」

亀
吉
本
隆
明
全
著
作
集
１５
』
・
昭
和
四
十
九
年
五
月

・
勁
草
書
房
）
、
岡
井
隆

「文
語
詩
の
発
見
」

亀
文
語
詩
人

｛呂
沢
賢
治
∵

平
成
二
年
四
月

・
筑
摩
書
房
）
、
田
口
昭
典

「文
語
詩
に
見
る
縄

文
」
亀
縄
文
の
末
裔

ｏ
宮
沢
賢
治
』
・
平
成
五
年
五
月

・
無
明
舎
）
、
伊
藤
光
弥

「民
間
薬
」
亀
宮

沢
賢
治
　
文
語
詩
の
森
』
・
平
成
十

一
年
六
月

・
柏
プ
ラ
ー
ノ
）
、
天
沢
退
二
郎

「
「な
め
と
こ
山

の
熊
」
再
考
の
試
み

《
荒
猟
師
伝
承
》
と
賢
治
童
話
」
亀
賢
治
研
究
８０
』
．
平
成
十

一
年
十
二
月

・
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
、
王
敏

「神
農
と
の
出
会
い
を
中
心
に
」
亀
宮
沢
賢
治
と
中
国
　
賢
治
文

学
に
秘
め
ら
れ
た
、
通
か
な
る
西
域
へ
の
旅
路
』
・
平
成
十
四
年
五
月

・
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
）
、
赤

田
秀
子

「ネ
プ
ウ
メ
リ
っ
て
何
？
」
「
ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ
２２
７

平
成
十
七
年
八
月

・
ヮ
ル
ト
ラ
ワ

ラ
の
会
）
、
島
田
隆
輔

「再
編
論
」
翁
宮
沢
賢
治
研
究
　
文
語
詩
稿
叙
説
』
・
平
成
十
七
年
十
二
月

ｏ
朝
文
社
）
な
ど
が
あ
る
。

伊
藤

（前
掲
）
は
、
先
行
作
品
と
し
て

『春
と
修
羅
　
第
二
集
』
の

「
二
九
　
休
息

（
一
九
二

四
、
四
、
四
と

を
挙
げ
る
。
下
書
稿
０
の
初
期
形
態
を
示
し
て
お
き
た
い
。

中
空
は
青
く
う
ら
ら
か
な
の
に

西
嶺
の
雪
の
上
ば
か
り

ぼ
ん
や
り
白
く
淀
ん
で
ゐ
る

そ
こ
に
い
く
つ
も
の
雲
の
肖
像
画

…
…
そ
れ
固
み
な
（
一字
不
明
）
に

巨
大
な
洪
積
人
類
の

方
向
の
な
い
ｒ
壺
８

で
あ
る
…
…

ひ
ば
り
は
あ
ち
こ
ち
晴
い
て
ゐ
る

氷
と
藍
と
の
東
檄
檀
山
地
か
ら

つ
め
た
い
風
が
吹
い
て
き
て

（お
ま

へ
は
わ
た
し
を
犯
し
て
も
い
い
）

つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
ま
こ
と
を
ち
か
ひ

ま
た
あ
か
し
や
の
棘
あ
る
枝
を
鳴
ら
し
た
り

す
が
れ
の
禾
草
を
頭
は
せ
る

…
…
そ
こ
に
三
本
よ
も
ぎ
の
茎
が

素
僕
な
木
沓
の
お
ど
り
を

つ
く
る
…
…

（
エ
ッ
コ
ロ
　
ク
ア
ア
）

風
を
無
数
の
ガ
ラ
ス
の
渦
が
浮
き
沈
み

雲
の
肖
像
画
は
ゆ
る
や
か
に
北
へ
な
が
れ
る

（００〇〇
】Ｏ
ｏ
鰯
”
一）

「
ひ
ば
り
が
あ
ち
こ
ち
晴
い
て
ゐ
る
」
中
を
、
雲
が

「巨
大
な
洪
積
人
類
」
に
姿
を
変
え
、
「
つ
ぎ

か
ら
つ
ぎ
と
ま
こ
と
を
ち
か
」
う
と
い
う
内
容
は
、
ま
さ
に
本
作
の
原
型
と
言
え
そ
う
だ
。
し
か

し
、
こ
れ
に
類
し
た
内
容
を
、
賢
治
は
国
語
詩

「休
息
」
（お
そ
ら
く
は

「
二
九
　
休
息
」
の
発

展
し
た
も
の
）
や

「七

一
四
　
疲
労
　
一
九
二
六
、
六
、　
一
八
、」
（「西
の
山
根
か
ら
」
「黒
い
巨

き
な
立
像
」
が
出
て
く
る
）
、
「七
三
三
　
休
息

　
一
九
二
六
、
八
、
二
七
、」
（こ
こ
に
は

「黒

熊
」
が
出
て
く
る
こ
と
を
、
伊
藤

釜
削
掲
）
は
指
摘
し
て
い
る
）
に
も
描
い
て
い
る
他
、
童
話

「山
男
の
四
月
」
貧

九
二
二
、
四
、
七
）
に
も
似
た
場
面
が
あ
る
。
賢
治
が
原
初
的
な
体
験
を
し

た
の
が
い
つ
な
の
か
。
そ
れ
は

一
回
限
り
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
複
数
回
で
あ

っ
た

の
か
。
ま
た
、
虚
構
や
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
…
　
と
問
題
は
多
く
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残

っ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
こ
れ
以
上
の
追
究
を
す
る
の
は
難
し
そ
う
だ
。

こ
こ
で
は
制
作
時
期
が
早
く
、
散
文
で
あ
る
た
め
も
あ

っ
て
、
最
も
具
体
的
で
、
制
作
の
舞
台

裏
ま
で
わ
か
る
よ
う
に
思
え
る

「山
男
の
四
月
」
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
山
男
は

「
に
し
ね

山
」
で

一
仕
事

（農
作
業
―
）
を
済
ま
せ
る
と
、

山
男
は
仰
向
け
に
な

つ
て
、
碧
い
あ
あ
を
い
空
を
な
が
め
ま
し
た
。
お
日
さ
ま
は
赤
と
黄

金
で
ぶ
ち
ぶ
ち
の
や
ま
な
し
の
や
う
、
か
れ
く
さ
の
い
ヽ
に
ほ
ひ
が
そ
こ
ら
を
流
れ
、
す

ぐ
う
し
ろ
の
山
脈
で
は
、
雪
が
こ
ん
こ
ん
と
白

い
後
光
を
だ
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

（飴
と
い
ふ
も
の
は
う
ま

い
も
の
だ
。
天
道
は
飴
を
う
ん
と
こ
さ
え
て
ゐ
る
が
、
な
か
な

か
お
れ
に
は
く
れ
な
い
。
）

山
男
が
こ
ん
な
こ
と
を
ぼ
ん
や
り
考

へ
て
ゐ
ま
す
と
、
そ
の
澄
み
切
つ
た
碧

い
そ
ら
を

ふ
わ
ふ
わ
う
る
ん
だ
雲
が
、
あ
て
も
な
く
東
の
方

へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
山
男

は
、
の
ど
の
遠
く
の
方
を
、
ご
ろ
ご
ろ
な
ら
し
な
が
ら
、
ま
た
考

へ
ま
し
た
。

（ぜ
ん
た
い
雲
と

い
ふ
も
の
は
、
風
の
ぐ
あ
ひ
で
、
行

つ
た
り
来
た
り
ぽ
か
つ
と
無
く
な

つ
て
み
た
り
、
俄
か
に
ま
た
で
て
き
た
り
す
る
も
ん
だ
。
そ
こ
で
雲
助
と
か
う

い
ふ
の

だ
。
）そ

の
と
き
山
男
は
、
な
ん
だ
か
む
や
み
に
足
と
あ
た
ま
が
軽
く
な
つ
て
、
逆
さ
ま
に
空

気
の
な
か
に
う
か
ぶ
や
う
な
、
へ
ん
な
気
も
ち
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
山
男
こ
そ
雲
助
の

や
う
に
、
風
に
な
が
さ
れ
る
の
か
、
ひ
と
り
で
に
飛
ぶ
の
か
、
ど
こ
と

い
ふ
あ
て
も
な

く
、
ふ
ら
ふ
ら
あ
る
い
て
ゐ
た
の
で
す
。

と

い
う
よ
う
に
、
雲
の
変
化
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
山
男
は
い
つ
し
か
眠
り
に
お
ち
る
。
彼
は

中
国
人
の
陳
に
だ
ま
さ
れ
て
六
神
丸
に
さ
れ
そ
う
に
な
る
夢
を
み
る
の
だ
が
、
文
語
詩
で
は
同
じ

薬
で
は
あ

っ
て
も
、
ネ
プ
ウ
メ
リ
の
薬
効
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
に
転
じ
て
い
る
。
「山

男
の
四
月
」
は
、　
一
時
は
童
話
集
の
タ
イ
ト
ル
候
補
と
も
な
っ
て
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
賢
治
が

発
表
し
た
初
め
て
の
文
語
詩
も
本
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
経
験
に
対
し
て
か
な
り
の
愛
着
が

あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

島
田
隆
輔

（前
掲
）
は
、
「
民
間
薬
」
を

「
「徒
労
」
を
身
に
刻
ん
で
生
き
る
し
か
な
い
農
民
に

せ
め
て
与
え
ら
れ
た
の
が
、
古
代
以
来
の
幻
の
生
薬
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
薬
効
高
い
薬
が
微
睡

の
な
か
の
、
夢
の
啓
示
に
す
ぎ
ぬ
」
と
す
る
が
、
賢
治
に
と

っ
て

「夢
の
啓
示
」
の
位
置
付
け
は

も

っ
と
高
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
も
作
業
や
歩
行
の
後
に
休
息
し
た
際
、
夢
と
う

つ
つ

の
境
で

〈
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
〉
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
あ
げ
て
き
た
諸
作
品

に
と
ど
ま
ら
ず
、
賢
治
の
創
作
活
動
の
本
質
的
な
部
分
に
関
わ
る
も
の
だ
と
思
う
か
ら
だ
。

例
え
ば

「鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
で
は
、

わ
た
く
し
が
疲
れ
て
そ
こ
に
睡
り
ま
す
と
、
ざ
あ
ざ
あ
吹
い
て
ゐ
た
風
が
、
だ
ん
だ
ん
人

の
こ
と
ば
に
き
こ
え
、
や
が
て
そ
れ
は
、
い
ま
北
上
の
山
の
方
や
、
野
原
に
行
は
れ
て
ゐ

た
鹿
踊
り
の
、
ほ
ん
た
う
の
精
神
を
語
り
ま
し
た
。

と
い
う
よ
う
に
し
て
物
語
が
始
ま

っ
て
い
る
。
「民
間
薬
」
を
こ
れ
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
労
働
に

疲
れ
た
農
民
の
夢
の
中
に
、
民
間
薬
の

「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
が
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
れ
は
童
話
風
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
賢
治
に
お
け
る
創
作

（と
い
う
よ

り
も
声
な
き
声
の
採
録
に
近

い
）
の
原
理
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『注
文
の
多

い
料
理
店
』
の
広
告
ち
ら
し
に
は
、
フ
」
れ
ら
は
決
し
て
偽
で
も
仮
空
で
も
窃
盗
で
も
な
い
。
多

少
の
再
度
の
内
省
と
分
析
と
は
あ
つ
て
も
、
た
し
か
に
こ
の
通
り
そ
の
時
心
象
の
中
に
現
は
れ
た

も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
の
忠
実
な
現
れ
が
こ
う
し
た
表
現
を
生
ん
で
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

大
正
十
二
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
知
里
幸
恵
の

『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
（郷
土
研
究
社
）
は
、
賢

治
が
読
ん
だ
可
能
性
の
高
い
本
だ
が
、
秋
枝
美
保

（コ
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
と
賢
治
の
童
話
　
鬼
神

・
魔
神

・
修
羅
の
鎮
魂
」
二
立
命
館
言
語
文
化
研
究
１６
１
３
７

平
成
十
七
年
五
月

・
立
命
館
大

学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
）
に
よ
れ
ば
、
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
に
お
け
る

「
「わ
た
し
」
が
語
る
の

で
は
な
く
、
「わ
た
し
」
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
が
語
る
声
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
、
声
な
き

声
を
聞
く
と
い
う
方
法
」
に
賢
治
の
創
作
姿
勢
と
の
類
似
が
あ
る
と
い
う
。
賢
治
の
物
語
の
起
源

に
山
男
や
巨
人
、
ア
イ
ヌ
が
関
わ
る
例
が
多

い
と
い
う
こ
と
は
、
同
書
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受

け
て
い
た
痕
跡
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
心
象
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
か
ら
物
語
や
詩
が
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
本
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
げ

さ
に
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
賢
治
が
世
に
問
う
て
き
た
詩
や
童
話
の
創
作
活
動
を
、
も
う

一
度
世
に

問
い
直
そ
う
と
、
し
か
し
、
今
ま
で
と
は
全
く
ち
が
っ
た
言
語
に
よ

っ
て
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
た

の
が
本
作
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
と
す
れ
ば
文
語
詩
第

一
作
と
し
て
、
満
を
持
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し
て
本
作
を
発
表
し
た
賢
治
の
気
持
ち
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
は
、

太
古
な
が
ら
の
自
然
の
姿
も
何
時
の
間
に
か
影
薄
れ
て
、
野
辺
に
山
辺
に
嬉
々
と
し
て
暮

ら
し
て
い
た
多
く
の
民
の
行
方
も
亦
い
ず
こ
。
僅
か
に
残
る
私
た
ち
同
族
は
、
進
み
ゆ
く

世
の
様
に
た
だ
驚
き
の
眼
を
み
は
る
ば
か
り
、
し
か
も
そ
の
眼
か
ら
は

一
挙

一
動
宗
教
的

観
念
に
支
配
さ
れ
て
い
た
昔
の
人
の
美
し
い
魂
の
輝
は
失
わ
れ
て
、
不
安
に
充
ち
不
平
に

燃
え
、
鈍
り
く
ら
ん
で
行
手
も
見
わ
か
ず
、
よ
そ
の
御
慈
悲
に
す
が
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
あ

さ
ま
し
い
姿
、
お
お
滅
び
ゆ
く
も
の
、
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
の
名
、
な
ん
と
悲
し
い
名
前

を
私
た
ち
は
持

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

と
い
う
序
に
始
ま
る
が
、
賢
治
も
ア
イ
ヌ
を

「減
び
ゆ
く
も
の
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
す
れ

ば
、
彼
ら
を

「減
ぼ
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
も
、
当
然
、
日
は
向

い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
島
田

（前
掲
）
は
、
本
作
に

「
こ
の
国
の
近
代
化
が
、
必
ず
し
も
農
村
を
救
済
し
て
い
な
い
、
と
い
う

告
発
」
を
読
み
取

っ
て
い
る
が
、
知
里
幸
恵
に
よ
る
静
か
な
近
代
日
本
批
判
に
似
た
思
い
は
、
確

か
に
本
作
の
中
に
も
流
れ
て
お
り
、
コ
う
か
ら
も
て
台
地
の
雪
に
ど

に
お
け
る
太
古
の
ア
イ
ヌ

賛
美
と
共
に
、
本
作
に
は
近
代
日
本
を
相
対
化
し
よ
う
と
い
う
発
想
の
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

よ

つヽ
に
思
う
。

眸

〔吹
雪
か

ゞ
や
く
な
か
に
し
て
〕

①
吹
雪
か
ゞ
や
く
な
か
に
し
て
、　
　
　
　
　
ま
こ
と
に
大
の
吠
え
集
り
し
。

②
燃
ゆ
る
吹
雪
の
さ
な
か
と
て
、　
　
　
　
　
妖
し
き
昨
を
な
せ
る
も
の
か
な
。

謳
叩ヽ
江

下
書
稿
に
は

「ま
み
」
の
ル
ビ
が
あ
る
。
定
稿
で
も
そ
う
読
ま
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば

「み
る
」
の
意
味
だ
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
瞳
の
こ
と
。
下
書

稿
０
に
は

「妖
し
く
燃
ゆ
る
グ
リ
ム
プ
ス
」
と
も
あ
る
が
、
島
田
隆
輔
の
教
示
に
よ
れ
ば
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
け
る
獅
子
の
胴
体
に
ワ
シ
の
頭
と
翼
が
あ
る
架
空
の
生
物
で
あ
る
グ
リ

ュ
プ
ス

（グ
リ
フ
オ
ン
）
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
。

大
意

吹
雪
が
か
が
や
い
て
い
る
そ
の
中
で
、
大
が
集
ま

っ
て
何
ご
と
か
吠
え
た
て
て
い
る
。

吹
雪
が
炎
の
よ
う
に
見
え
る
そ
の
中
に
、
妖
し
い
光
を
お
び
た
瞳
を
し
た
も
の
が
い
る
。

モ
チ
ー
フ

花
巻
農
学
校
の
教
員
は
、
近
隣
の
小
学
校
で

「学
校
の
集
り
」
を
し
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
う

し
た
集
ま
り
に
本
当
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
は
、
実
は
出
席
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま

た
、
既
に
農
業
に
未
来
を
託
す
こ
と
さ
え
も
諦
め
て
し
ま

っ
て
い
た
。
室
内
を
の
ぞ
き
込
も
う
と

す
る
妖
し
い

「昨
」
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
農
夫
の
存
在
は
、
賢
治
を
い
た
た
ま
れ
な
く
さ
せ
た
に

」遅
い
な
い
。

評
釈

黄
罫

（２２
２２
行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
、
「峠
」
と
題
さ
れ
た
下
書
稿
０
、
そ
の
裏
面
に
下
書

稿
０
、
余
白
に
下
書
稿
０
、
そ
し
て
定
稿
の
四
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
先
行
研
究
な
し
。

「文
語
詩
稿
　
五
十
篇
」
最
後
の
作
品
は
、
七
五
七
七
、
七
五
七
七
と
い
う
調
子
の
短
詩
で
あ

る
。
先
行
作
品
は
、
『新
校
本
全
集
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
『新
校
本
全
集
　
第
五
巻
』
に

収
め
ら
れ
た
国
語
詩

「
〔馬
が

一
疋
】

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
国
語
詩
の
下
書
稿
０
は
左
の
と
お

は
は
あ
や
っ
ぱ
り
あ
の
人
だ

見
て
ゐ
る
見
て
ゐ
る

吹
雪
の
向
ふ
で
瞳
が
二
つ

ち
が
っ
た
世
界
の
窓
の
や
う

じ

っ
と
こ
っ
ち
を
の
ぞ
い
て
ゐ
る

馬
の
髪
は
ば
し
ゃ
ば
し
ゃ

一
駄
の
米
を
せ
い

一
杯
に
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下
ば
か
り
見
て
と
ぼ
と
ぼ
と
来
る

コ
馬
が

一
疋
】

の
下
書
稿
０
の
手
入
れ
に
は
、
「
マ
イ
ナ
ス
の
シ
ロ
ッ
コ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

「文
語
詩
　
五
十
篇
」
の

「
コ
さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は
】

に
お
け
る

「過
冷
の
シ
ロ
ッ
コ
」
と
対

応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
両
作
は
ま
た
、
な
に
が
し
か
の

「学
校
の
集
り
」
を
舞
台
と
し
て
い

る
こ
と
で
も
共
通
し
て
い
る
た
め
、
小
学
校
で
の
取
材
だ
と
思
わ
れ
る

「
Д
さ
き
立

つ
名
誉
村
長

は
】

と
、
同
日
の
取
材
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
仮
定
が
正
し
い
と

す
る
と
、
国
語
詩

「
〔馬
が

一
疋
】

は
、
『新
校
本
全
集
　
第
五
巻
』
所
収
の
国
語
詩
稿

「
〔職
員

室
に
、
こ
っ
ち
が

一
足
は
い
る
や
い
な
や
】
、
コ
め
づ
ら
し
が

っ
て
集

っ
て
く
る
】
、
コ
四
信
五

行
に
身
を
ま
も
り
】

と
同
日
の
取
材
に
基
づ
く
作
品
群
の
う
ち
の

一
つ
だ
と

い
う
こ
と
に
な

り
、
同
日
の
取
材
に
基
づ
く
文
語
詩
は

「文
語
詩
稿
　
五
十
篇
」
に
は
、
コ
ヨ
う
づ
ま
き
て
日
は

温
き
」
、
コ
氷
柱
か
ゞ
や
く
窓
の
べ
に
】
、
「来
賓
」
、
コ
さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は
】

の
四
篇
に
加

え
、
も
う

一
つ
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
コ
馬
が

一
疋
】

を
含
め
て
、
全
て
が

『新
校
本
全
集
　
第
五
巻
』
の
国
語

詩
稿
と
し
て
収
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の

一
連
の
作
品

に
限
ら
ず
、
か
な
り
の
確
率
で
文
語
詩
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
語
詩
稿
と
文
語
詩
稿
の
関

係
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

さ
て
、
コ
馬
が

一
疋
〓

は
、
吹
雪
が
止
む
寸
前
の
、
光
が
差
し
て
き
た
状
態
を
背
景
に
し
た

作
品
で
あ
る
が
、
文
語
詩
で
は
馬
の
代
わ
り
に
大
を
登
場
さ
せ
、
彼
ら
を
吠
え
さ
せ
る
こ
と
で
異

様
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
妖
し
い
眸
の
持
ち
主
が
人
間
で
あ
る
と

い
う
こ
と
さ
え
示
し
て
い
な
い
の
は
、
不
気
味
さ
を
い
っ
そ
う
引
き
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
不
気
味
さ

・
妖
し
さ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
気
象
状
況
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
あ

ろ
う
が
、
決
し
て
そ
れ
に
留
ま

っ
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
国
語
詩
の
下
書
稿
０
か
ら
推
敲

が
重
ね
ら
れ
る
う
ち
に
、
窓
の
外
に
い
る
男
の

「眸
」
が
賢
治
に
向
か

っ
て
何
を
訴
え
た
か

っ
た

の
か
が
、
だ
ん
だ
ん
は

っ
き
り
し
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
下
書
稿
０
は
こ
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
。

ひ
か
っ
て
低
い
吹
雪
を

馬
が

一
疋

米
を

一
駄
大
じ
に
つ
け
て

何
か
ふ
し
ぎ
な
沼
で
も
わ
た
る
と
い
ふ
や
う
に

し
づ
か
に
こ
っ
ち

へ
あ
る
い
て
く
る

ひ
い
て
く
る
の
は

下
鍋
倉
の
吉
と
か
い
っ
た

顔
が
あ
か
く
て

上
唇
が
蓮
華
の
花
辮
の
か
た
ち
に
な

っ
て

い
つ
か
の
寄
り
合
ひ
で

鯉
の
卵
の
こ
と
な
ど
談
し
て
ゐ
た
あ
の
男

今
日
は
学
校
の
集
り
に
も
出
ず

何
か
の
入
費
を
米
で
つ
く
り
に
出
た
と
こ
ろ

一
般
の
農
民
た
ち
も
自
由
に
参
加
で
き
た

「学
校
の
集
り
」
（同
日
の
取
材
に
基
づ
く
と
思
わ

れ
る
文
語
詩

「来
賓
」
の
下
書
稿
口
の
タ
イ
ト
ル
に

「新
年
」
と
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
小

学
校
の

「新
年
会
」
に
招
か
れ
た
際
の
作
品
で
あ

っ
た
可
能
性
が
大
き
く
、
事
実
、
賢
治
が
小
学

校
で
催
さ
れ
た
新
年
会
に
出
席
し
た
こ
と
は
、
『新
校
本
全
集
』
の

「年
譜
」
で
も
確
認
で
き

る
。
た
だ
、
本
作
の
場
合
は
、
花
巻
農
学
校
が
各
地
の
小
学
校
な
ど
で
催
す
こ
と
が
あ

っ
た
と
い

う
農
事
講
演
会
だ

っ
た
と
し
た
方
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
賢
治
は
同
日
の
取
材
に
基
づ
い
て
、

文
語
詩

「雪
う
づ
ま
き
て
日
は
温
き
」
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
県
会
議
員
の
葬
儀
と
し
て

描
い
て
い
る
の
で
、
同
じ
素
材
を
新
年
会
、
葬
式
、
農
事
講
演
会
の
三
種
に
描
き
分
け
た
可
能
性

も
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
で
、
い
く
つ
か
の
実
体
験
が
重
な
り
合

っ
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
）
に
、
「
下
鍋
倉
の
吉
」
が
出
席
し
な
い
こ
と
を
、
賢
治
は
不
思
議
に
思

っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
い

つ
か
の
寄
り
合
ひ
」
で
も
、
熱
心
に
鯉
の
卵
…
　
お
そ
ら
く
は
自
ら
の
趣
味
の
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
食
用
か
観
賞
用
の
農
産
物
と
し
て
の
鯉
の
話
を
し
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
日
の

「集
ま

り
」
に
出
席
し
な
い
の
は
不
自
然
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
出
席
し
な
い
理
由
は
馬
の
荷
物
を
見
れ

ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
現
金
が
必
要
と
な

っ
た
た
め
に
、
米
を
ど
こ
か
に
売
り
に
行
く
必
要
が
あ

っ

た
か
ら
だ
。
そ
れ
な
の
に
吹
雪
の
中
を
、
わ
ざ
わ
ざ
小
学
校
の
窓
近
く
ま
で
や
っ
て
き
た
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
中
の
様
子
が
気
に
な

っ
て
い
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

や
っ
ぱ
り
鍋
倉
の
あ
の
人
だ
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向
ふ
も
こ
っ
ち
を
か
ん
が
へ
て
ゐ
る

五
十
駄
の
収
穫
が
六
十
駄
に
な

っ
て
も

か
く
べ
つ
く
ら
し
は
楽
に
な
ら
な
い
と

あ
き
ら
め
た
や
う
な
わ
ら
ひ
を

蓮
華
の
花
び
ら
の
形
の
唇
に
う
か
ベ

し
づ
か
に
吹
雪
を
わ
た

つ
て
く
る

農
事
講
演
会
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
社
会
人
講
座
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
よ
う
だ
が
、
子

弟
を
農
学
校
に
進
学
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
り
、
最
新
の
科
学
に
興
味
を
持
つ
よ
う
な
人
た
ち
は
、

賢
治
の
目
か
ら
す
れ
ば
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
比
較
的
余
裕
の
あ
る
家
に

限
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
本
当
に
農
業
技
術
の
指
導
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
存
在

目
の
前
に
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
真
に
語
り
か
け
た
い
相
手
を
前
に
し
て
何
も
言
え
な

い
で
い
た
賢
治
に
、
農
夫
の

「眸
」
は
何
に
も
増
し
て
印
象
深
い
も
の
だ

っ
た
よ
う
に
思
う
。


